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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

本市においては，まちづくりの基本理念に「人間環境都市」を掲げ，市民と行政が責任と役割を分担し，

ともに力を合わせて魅力ある地域づくりを行う「協働のまちづくり」を推進しており，その基礎となるの

は，地域に暮らす市民一人ひとりがお互いに尊重されることです。 

しかしながら，今なお部落差別をはじめ，さまざまな人権問題が存在し，さらに，時代とともに，人権

問題に関する社会状況の変化等により新たな課題も生じています。 

こうした中で，2016年（平成 28年）に，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者

差別解消法），「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイ

トスピーチ解消法），「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が相次いで施行され

ました。 

このような状況をふまえ，「人権尊重のまちづくり」についての市民意識を調査し，新たな法律の認知

度や，2010年度（平成 22年度）に実施した前回調査と比較するなど，市民意識の現状を把握することに

より，今後の人権施策や協働のまちづくりを推進するための基礎資料として活用することを目的に実施

するものです。 

 

２ 調査設計 

調査地域   ：福山市 

調査対象者  ：住民基本台帳〔2018 年（平成 30 年）11 月 12 日現在〕から無作為に抽出

した 20歳以上の対象者 3,000人（男性 1,500人，女性 1,500人） 

調査期間   ：平成 30年 12月 1日～平成 30年 12月 31日まで 

調査方法   ：郵送による配布回収 

 

３ 回収結果 

 

調査対象者数 

（配布数） 
回収数 回収率 有効回収数 有効回収率 

2,983票 1,170票 39.2％ 1,164票 39.0％ 

※あて先不明等の返送数 17票 
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４ 報告書の見方 

 

● 回答結果は，有効サンプル数に対して，少数第２位を四捨五入したそれぞれの割合を示していま

す。そのため，単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％

にならない場合があります。このことは，本報告書内の分析文，グラフ，表においても反映していま

す。 

 

● 複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合，回答は選択肢ごとの有

効回答数に対して，それぞれの割合を示しています。そのため，合計が 100.0％をこえる場合があり

ます。 

 

● 図表中おいて，「無回答」とあるものは，回答が示されていない，または回答の判別が著しく困難

なものです。 

 

 ● グラフおよび表のＮ数は有効標本数（集計対象者総数），（ＳＡ）は単数回答の設問，（ＭＡ）は複

数回答の設問を表しています。 

 

● 本文中の設問の選択肢について，長い文は簡略化している場合があります。 
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よく知っており，実

際に活動に関わって

いる

4.3%
よく知っている

が，活動には関

わっていない

8.1%

およそのことについ

ては知っている

15.7%

言葉は聴いたことが

あるが，よくは知ら

ない

33.9%

まったく知らない

36.8%

無回答

1.2%

(SA) N=1,164

Ⅱ 調査結果 

 

１ 人権尊重のまちづくりについて 

質問１ あなたは，福山市が進めている「協働のまちづくり」についてご存知ですか。 (SA) 

 「まったく知らない」が 36.8％，「言葉は聴いたことがあるが，よくは知らない」が 33.9％で群を抜い

て高くなっています。「およそのことについては知っている」が 15.7％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別クロス＞ 

 “男性”では“女性”に比べ，「よく知っており，実際に活動に関わっている」の割合が高くなってい

ます。“女性”では“男性”に比べ，「言葉は聴いたことがあるがよくは知らない」「まったく知らない」

を合わせた「知らない」の割合が高くなっています。 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 50 94 183 395 428 14
100.0 4.3 8.1 15.7 33.9 36.8 1.2

502 36 48 81 135 199 3

100.0 7.2 9.6 16.1 26.9 39.6 0.6

639 13 46 97 250 223 10
100.0 2.0 7.2 15.2 39.1 34.9 1.6

- - - - - - -

- - - - - - -

ま
っ
た
く
知
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他

合
計

よ
く
知
っ
て
お
り
，
実
際
に

活
動
に
関
わ
っ
て
い
る

よ
く
知
っ
て
い
る
が
，
活
動

に
は
関
わ
っ
て
い
な
い

お
よ
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
知
っ
て
い
る

言
葉
は
聴
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
よ
く
は
知
ら
な
い



4 

＜年齢別クロス＞ 

 年齢が低くなるにつれて「まったく知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

＜地域別クロス＞ 

 “中央”では「まったく知らない」，“西部”では「よく知っているが，活動には関わっていない」の割

合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

上段:度数

下段:％
1,164 50 94 183 395 428 14
100.0 4.3 8.1 15.7 33.9 36.8 1.2
80 - 3 5 18 54 -

100.0 - 3.8 6.3 22.5 67.5 -
150 2 5 12 35 96 -

100.0 1.3 3.3 8.0 23.3 64.0 -
181 6 2 14 63 94 2
100.0 3.3 1.1 7.7 34.8 51.9 1.1
162 5 5 20 62 70 -
100.0 3.1 3.1 12.3 38.3 43.2 -

237 12 21 47 92 63 2
100.0 5.1 8.9 19.8 38.8 26.6 0.8
223 19 34 62 75 27 6
100.0 8.5 15.2 27.8 33.6 12.1 2.7
106 5 24 18 40 16 3

100.0 4.7 22.6 17.0 37.7 15.1 2.8

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

よ
く
知
っ
て
お
り
，
実
際
に

活
動
に
関
わ
っ
て
い
る

よ
く
知
っ
て
い
る
が
，
活
動

に
は
関
わ
っ
て
い
な
い

お
よ
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
知
っ
て
い
る

言
葉
は
聴
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
よ
く
は
知
ら
な
い

ま
っ
た
く
知
ら
な
い

無
回
答

上段:度数

下段:％
1,164 50 94 183 395 428 14
100.0 4.3 8.1 15.7 33.9 36.8 1.2
330 14 25 45 103 142 1

100.0 4.2 7.6 13.6 31.2 43.0 0.3
141 6 13 28 43 48 3
100.0 4.3 9.2 19.9 30.5 34.0 2.1

83 5 15 9 27 26 1
100.0 6.0 18.1 10.8 32.5 31.3 1.2
203 10 13 31 85 60 4

100.0 4.9 6.4 15.3 41.9 29.6 2.0
253 8 22 42 79 98 4
100.0 3.2 8.7 16.6 31.2 38.7 1.6

113 5 6 21 42 39 -
100.0 4.4 5.3 18.6 37.2 34.5 -

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

よ
く
知
っ
て
お
り
，
実
際
に

活
動
に
関
わ
っ
て
い
る

よ
く
知
っ
て
い
る
が
，
活
動

に
は
関
わ
っ
て
い
な
い

お
よ
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
知
っ
て
い
る

言
葉
は
聴
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
よ
く
は
知
ら
な
い

ま
っ
た
く
知
ら
な
い

無
回
答
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質問２ あなたが住んでいる地域では，すべての人が大切にされるまちづくりが進んでいる

と思いますか。 (SA) 

 「どちらかといえばそう思う」が 31.9％で最も高くなっています。次いで「わからない」が 24.4％，

「どちらかといえばそう思わない」が 20.7％で続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別クロス＞ 

 “男性”では“女性”に比べ，「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」を合わせた「思わな

い」の割合が高くなっています。“女性”では“男性”に比べ，「わからない」の割合が高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 53 371 241 206 284 9
100.0 4.6 31.9 20.7 17.7 24.4 0.8

502 28 159 113 97 102 3

100.0 5.6 31.7 22.5 19.3 20.3 0.6

639 23 206 125 102 178 5
100.0 3.6 32.2 19.6 16.0 27.9 0.8

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜年齢別クロス＞ 

 “70歳代”“80歳代以上”で「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が他の年齢

と比べて高くなっています。“50 歳代”で「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」を合わせ

た割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

＜地域別クロス＞ 

 “南部”“西部”では「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が他の地域に比べ

て高くなっています。 

  

上段:度数

下段:％
1,164 53 371 241 206 284 9
100.0 4.6 31.9 20.7 17.7 24.4 0.8
80 1 20 21 12 26 -

100.0 1.3 25.0 26.3 15.0 32.5 -
150 2 43 23 38 44 -

100.0 1.3 28.7 15.3 25.3 29.3 -
181 3 56 33 37 52 -
100.0 1.7 30.9 18.2 20.4 28.7 -
162 4 40 39 33 46 -
100.0 2.5 24.7 24.1 20.4 28.4 -

237 10 75 54 36 60 2
100.0 4.2 31.6 22.8 15.2 25.3 0.8
223 18 87 45 35 34 4
100.0 8.1 39.0 20.2 15.7 15.2 1.8
106 13 43 23 8 17 2

100.0 12.3 40.6 21.7 7.5 16.0 1.9

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

上段:度数

下段:％
1,164 53 371 241 206 284 9
100.0 4.6 31.9 20.7 17.7 24.4 0.8
330 16 94 67 58 93 2

100.0 4.8 28.5 20.3 17.6 28.2 0.6
141 9 55 22 27 28 -
100.0 6.4 39.0 15.6 19.1 19.9 -

83 1 36 15 17 12 2
100.0 1.2 43.4 18.1 20.5 14.5 2.4
203 14 53 50 32 52 2

100.0 6.9 26.1 24.6 15.8 25.6 1.0
253 10 89 50 40 62 2
100.0 4.0 35.2 19.8 15.8 24.5 0.8

113 1 35 27 20 30 -
100.0 0.9 31.0 23.9 17.7 26.5 -

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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質問３ 地域に住むすべての人が大切にされるまちづくりのために，あなたは特に何が大切

だと思いますか。 (MA) 

 「高齢者や障がい者などが安心して暮らせること」が 75.6％で最も高くなっています。次いで「子ど

もが健やかに成長できること」が 70.6％，「防犯・防災対策の充実」が 57.8％で続いています。 

 

 

  

46.4 

31.2 

70.6 

75.6 

19.6 

19.4 

57.8 

0.3 

3.4 

1.5 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

あらゆる差別をなくすこと

女性と男性が，対等な立場で社会参画すること

子どもが健やかに成長できること

高齢者や障がい者などが安心して暮らせること

外国人との相互理解と協力

ユニバーサルデザインの普及

防犯・防災対策の充実

特に大切なものはない

その他

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”で「外国人との相互理解と協力」，“30歳代”で「子どもが健やかに成長できること」，“50

歳代”で「防犯・防災対策の充実」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 540 363 822 880 228
100.0 46.4 31.2 70.6 75.6 19.6
80 41 27 50 43 24

100.0 51.3 33.8 62.5 53.8 30.0
150 65 52 124 99 36

100.0 43.3 34.7 82.7 66.0 24.0
181 70 47 144 125 34
100.0 38.7 26.0 79.6 69.1 18.8
162 67 50 126 130 44
100.0 41.4 30.9 77.8 80.2 27.2

237 114 82 169 192 45
100.0 48.1 34.6 71.3 81.0 19.0
223 116 63 135 184 32
100.0 52.0 28.3 60.5 82.5 14.3
106 55 36 60 89 12

100.0 51.9 34.0 56.6 84.0 11.3

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す

こ
と

女
性
と
男
性
が
，
対
等
な
立

場
で
社
会
参
画
す
る
こ
と

子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長

で
き
る
こ
と

高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
こ

と 外
国
人
と
の
相
互
理
解
と

協
力

上段:度数

下段:％
226 673 4 40 17 6
19.4 57.8 0.3 3.4 1.5 0.5
20 43 - 5 1 -
25.0 53.8 - 6.3 1.3 -
39 87 - 8 1 -

26.0 58.0 - 5.3 0.7 -
28 110 1 9 3 -
15.5 60.8 0.6 5.0 1.7 -
37 106 1 4 3 1
22.8 65.4 0.6 2.5 1.9 0.6

47 141 2 7 5 2
19.8 59.5 0.8 3.0 2.1 0.8
38 130 - 4 1 2
17.0 58.3 - 1.8 0.4 0.9
13 42 - 1 3 1

12.3 39.6 - 0.9 2.8 0.9

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
普
及

防
犯
・防
災
対
策
の
充
実

特
に
大
切
な
も
の
は
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜地域別クロス＞ 

 “南部”では「女性と男性が，対等な立場で社会参画すること」，“南部”“神辺”では「あらゆる差別

をなくすこと」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 540 363 822 880 228
100.0 46.4 31.2 70.6 75.6 19.6
330 146 101 236 251 82

100.0 44.2 30.6 71.5 76.1 24.8
141 75 63 107 111 37
100.0 53.2 44.7 75.9 78.7 26.2

83 32 22 58 60 20
100.0 38.6 26.5 69.9 72.3 24.1
203 92 56 133 148 28

100.0 45.3 27.6 65.5 72.9 13.8
253 118 69 182 193 38
100.0 46.6 27.3 71.9 76.3 15.0

113 61 42 83 92 20
100.0 54.0 37.2 73.5 81.4 17.7

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す

こ
と

女
性
と
男
性
が
，
対
等
な
立

場
で
社
会
参
画
す
る
こ
と

子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長

で
き
る
こ
と

高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
こ

と 外
国
人
と
の
相
互
理
解
と

協
力

上段:度数

下段:％
226 673 4 40 17 6
19.4 57.8 0.3 3.4 1.5 0.5
74 201 2 14 4 2

22.4 60.9 0.6 4.2 1.2 0.6
26 82 - 5 - -
18.4 58.2 - 3.5 - -

12 47 - 2 3 1
14.5 56.6 - 2.4 3.6 1.2
35 106 1 8 6 2

17.2 52.2 0.5 3.9 3.0 1.0
45 157 - 8 4 1
17.8 62.1 - 3.2 1.6 0.4

30 59 - - - -
26.5 52.2 - - - -

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
普
及

防
犯
・防
災
対
策
の
充
実

特
に
大
切
な
も
の
は
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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質問４ あなたは「人権尊重のまちづくり」のために，どのような取り組みをしたらいいと

思いますか。 (MA) 

 「誰もが気軽に相談できるよう相談窓口を充実する」が 47.8％で最も高くなっています。次いで「学

校で子どもたちの人権尊重意識を育む」が 39.3％，「行政・自治会（町内会）・民主団体などが役割と責

任を分担し，一体となった取り組みを行う」が 33.9％で続いています。 

 

  

9.5 

21.6 

17.8 

22.7 

33.9 

8.8 

10.1 

47.8 

39.3 

27.7 

2.5 

8.5 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

地域の人権啓発推進組織を充実する

市民一人ひとりが自主的にまちづくりに参画する

自治会（町内会）が中心となって取り組む

行政が中心となって人権尊重の施策を推進する

行政・自治会（町内会）・民主団体などが役割と

責任を分担し，一体となった取り組みを行う

人権を擁護するＮＰＯ団体やボランティア

団体を育成する

講演会などを開催し，それに参加することで

理解を深める

誰もが気軽に相談できるよう相談窓口を充実する

学校で子どもたちの人権尊重意識を育む

自治会（町内会）などの行事を活性化し，

人と人とのつながりを強化する

その他

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「誰もが気軽に相談できるよう相談窓口を充実する」「学校で子どもたち

の人権尊重意識を育む」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 110 252 207 264 395 103
100.0 9.5 21.6 17.8 22.7 33.9 8.8

502 58 125 99 134 171 51

100.0 11.6 24.9 19.7 26.7 34.1 10.2

639 51 123 102 126 218 52
100.0 8.0 19.2 16.0 19.7 34.1 8.1

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

地
域
の
人
権
啓
発
推
進
組

織
を
充
実
す
る

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
主

的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
画

す
る

自
治
会
（町
内
会
）が
中
心

と
な
っ
て
取
り
組
む

行
政
が
中
心
と
な
っ
て
人

権
尊
重
の
施
策
を
推
進
す

る 行
政
・自
治
会
（町
内
会
）・

民
主
団
体
な
ど
が
役
割
と

責
任
を
分
担
し
，
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
を
行
う

人
権
を
擁
護
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

を
育
成
す
る

上段:度数

下段:％

118 556 458 323 29 99 13
10.1 47.8 39.3 27.7 2.5 8.5 1.1

52 207 179 130 18 42 4

10.4 41.2 35.7 25.9 3.6 8.4 0.8

64 342 276 188 10 53 7
10.0 53.5 43.2 29.4 1.6 8.3 1.1

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

誰
も
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
よ
う
相
談
窓
口
を
充
実

す
る

学
校
で
子
ど
も
た
ち
の
人

権
尊
重
意
識
を
育
む

自
治
会
（町
内
会
）な
ど
の

行
事
を
活
性
化
し
，
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
を
強
化
す

る そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

講
演
会
な
ど
を
開
催
し
，
そ

れ
に
参
加
す
る
こ
と
で
理

解
を
深
め
る
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”“40歳代”では「学校で子どもたちの人権尊重意識を育む」，“70歳代”では「自

治会（町内会）などの行事を活性化し，人と人とのつながりを強化する」，“80 歳代以上”では「自治会

（町内会）が中心となって取り組む」「行政・自治会（町内会）・民主団体などが役割と責任を分担し，一

体となった取り組みを行う」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 110 252 207 264 395 103
100.0 9.5 21.6 17.8 22.7 33.9 8.8
80 9 11 14 10 19 4

100.0 11.3 13.8 17.5 12.5 23.8 5.0
150 8 29 13 44 39 7

100.0 5.3 19.3 8.7 29.3 26.0 4.7
181 11 35 22 43 50 14
100.0 6.1 19.3 12.2 23.8 27.6 7.7
162 15 33 18 47 60 12
100.0 9.3 20.4 11.1 29.0 37.0 7.4

237 21 54 41 54 89 35
100.0 8.9 22.8 17.3 22.8 37.6 14.8
223 28 59 56 40 84 20
100.0 12.6 26.5 25.1 17.9 37.7 9.0
106 17 27 37 22 47 11

100.0 16.0 25.5 34.9 20.8 44.3 10.4

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

行
政
・自
治
会
（町
内
会
）・

民
主
団
体
な
ど
が
役
割
と

責
任
を
分
担
し
，
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
を
行
う

人
権
を
擁
護
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

を
育
成
す
る

７０歳代

８０歳代以上

合
計

地
域
の
人
権
啓
発
推
進
組

織
を
充
実
す
る

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
主

的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
画

す
る

自
治
会
（町
内
会
）が
中
心

と
な
っ
て
取
り
組
む

行
政
が
中
心
と
な
っ
て
人

権
尊
重
の
施
策
を
推
進
す

る

上段:度数

下段:％
118 556 458 323 29 99 13
10.1 47.8 39.3 27.7 2.5 8.5 1.1
10 38 40 14 1 8 -
12.5 47.5 50.0 17.5 1.3 10.0 -
14 72 87 37 4 9 1

9.3 48.0 58.0 24.7 2.7 6.0 0.7
15 99 94 35 5 14 -
8.3 54.7 51.9 19.3 2.8 7.7 -
12 84 59 35 3 19 2
7.4 51.9 36.4 21.6 1.9 11.7 1.2

29 115 85 67 5 21 3
12.2 48.5 35.9 28.3 2.1 8.9 1.3
23 109 59 92 7 17 1
10.3 48.9 26.5 41.3 3.1 7.6 0.4
13 31 31 36 3 7 4

12.3 29.2 29.2 34.0 2.8 6.6 3.8

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

講
演
会
な
ど
を
開
催
し
，
そ

れ
に
参
加
す
る
こ
と
で
理

解
を
深
め
る

誰
も
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
よ
う
相
談
窓
口
を
充
実

す
る

学
校
で
子
ど
も
た
ち
の
人

権
尊
重
意
識
を
育
む

自
治
会
（町
内
会
）な
ど
の

行
事
を
活
性
化
し
，
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
を
強
化
す

る
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＜地域別クロス＞ 

 “南部”では「講演会などを開催し，それに参加することで理解を深める」，“南部”“神辺”では「自

治会（町内会）などの行事を活性化し，人と人とのつながりを強化する」の割合が他の地域に比べて高く

なっています。 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 110 252 207 264 395 103
100.0 9.5 21.6 17.8 22.7 33.9 8.8
330 24 57 56 82 102 26

100.0 7.3 17.3 17.0 24.8 30.9 7.9
141 18 39 35 34 57 22
100.0 12.8 27.7 24.8 24.1 40.4 15.6

83 3 22 13 12 34 3
100.0 3.6 26.5 15.7 14.5 41.0 3.6
203 20 39 26 42 54 14

100.0 9.9 19.2 12.8 20.7 26.6 6.9
253 28 60 47 55 102 23
100.0 11.1 23.7 18.6 21.7 40.3 9.1

113 14 28 25 32 39 12
100.0 12.4 24.8 22.1 28.3 34.5 10.6

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

人
権
を
擁
護
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

を
育
成
す
る

合
計

地
域
の
人
権
啓
発
推
進
組

織
を
充
実
す
る

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
主

的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参
画

す
る

自
治
会
（町
内
会
）が
中
心

と
な
っ
て
取
り
組
む

行
政
が
中
心
と
な
っ
て
人

権
尊
重
の
施
策
を
推
進
す

る 行
政
・自
治
会
（町
内
会
）・

民
主
団
体
な
ど
が
役
割
と

責
任
を
分
担
し
，
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
を
行
う

上段:度数

下段:％
118 556 458 323 29 99 13
10.1 47.8 39.3 27.7 2.5 8.5 1.1
26 170 144 82 8 31 6

7.9 51.5 43.6 24.8 2.4 9.4 1.8
27 59 62 52 4 12 2
19.1 41.8 44.0 36.9 2.8 8.5 1.4

3 42 28 21 - 7 1
3.6 50.6 33.7 25.3 - 8.4 1.2
20 98 60 56 5 14 -

9.9 48.3 29.6 27.6 2.5 6.9 -
22 115 103 68 6 20 -
8.7 45.5 40.7 26.9 2.4 7.9 -

17 58 52 38 5 9 1
15.0 51.3 46.0 33.6 4.4 8.0 0.9

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

わ
か
ら
な
い

無
回
答

講
演
会
な
ど
を
開
催
し
，
そ

れ
に
参
加
す
る
こ
と
で
理

解
を
深
め
る

誰
も
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
よ
う
相
談
窓
口
を
充
実

す
る

学
校
で
子
ど
も
た
ち
の
人

権
尊
重
意
識
を
育
む

自
治
会
（町
内
会
）な
ど
の

行
事
を
活
性
化
し
，
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
を
強
化
す

る そ
の
他
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質問５【１】 あなたは住民学習会へどの程度参加されていますか。 (SA) 

 「参加したことがない」が 54.9％で突出しています。「1～2 回程度参加したことがある」が 20.1％，

「ときどき参加している」が 10.0％で続いています。 

 

＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”“40歳代”で「参加したことがない」の割合が他の年齢と比べて高くなっていま

す。 

 

  

毎年参加している

5.7%
可能な限り参加する

ようにしている

7.8%

ときどき参加している

10.0%

1～2回程度参加した

ことがある

20.1%

参加したことがない

54.9%

無回答

1.5%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％
1,164 66 91 116 234 640 17
100.0 5.7 7.8 10.0 20.1 54.9 1.5
80 - 3 - 1 76 -

100.0 - 3.8 - 1.3 95.0 -
150 - 5 4 13 127 1

100.0 - 3.3 2.7 8.7 84.7 0.7
181 6 7 5 34 128 1
100.0 3.3 3.9 2.8 18.8 70.7 0.6
162 10 8 13 47 82 2
100.0 6.2 4.9 8.0 29.0 50.6 1.2

237 13 23 42 61 95 3
100.0 5.5 9.7 17.7 25.7 40.1 1.3
223 25 31 34 58 74 1
100.0 11.2 13.9 15.2 26.0 33.2 0.4
106 11 12 17 15 45 6

100.0 10.4 11.3 16.0 14.2 42.5 5.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

毎
年
参
加
し
て
い
る

可
能
な
限
り
参
加
す
る
よ

う
に
し
て
い
る

と
き
ど
き
参
加
し
て
い
る

１
～
２
回
程
度
参
加
し
た
こ

と
が
あ
る

参
加
し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答
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＜地域別クロス＞ 

 “中央”では「参加したことがない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

【質問５【１】で「参加したことがない」と答えた方】 

質問５【２】 参加されなかったのはどういう理由からですか。 (SA) 

 「そうした住民学習会が行われていることを知らなかったから」が 56.5％で突出しています。「参加し

たかったが時間的余裕がなかったから」が 14.5％で続いています。 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 66 91 116 234 640 17
100.0 5.7 7.8 10.0 20.1 54.9 1.5
330 10 22 22 50 223 3

100.0 3.0 6.7 6.7 15.2 67.6 0.9
141 18 13 13 24 69 4
100.0 12.8 9.2 9.2 17.0 48.9 2.8

83 5 9 10 20 39 -
100.0 6.0 10.8 12.0 24.1 47.0 -
203 15 18 29 47 92 2

100.0 7.4 8.9 14.3 23.2 45.3 1.0
253 13 17 29 57 135 2
100.0 5.1 6.7 11.5 22.5 53.4 0.8

113 2 9 12 27 62 1
100.0 1.8 8.0 10.6 23.9 54.9 0.9

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

毎
年
参
加
し
て
い
る

可
能
な
限
り
参
加
す
る
よ

う
に
し
て
い
る

と
き
ど
き
参
加
し
て
い
る

１
～
２
回
程
度
参
加
し
た
こ

と
が
あ
る

参
加
し
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

そうした住民学習会

が行われていること

を知らなかったから

56.5%
人権問題については

よく理解しているの

で，参加するまでも

ないから。

5.8%

参加したかったが時

間的余裕がなかった

から

14.5%

人権問題に関心がな

いから

9.8%

その他

10.0%

無回答

3.4%

(SA) N=640
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”“40歳代”で「そうした住民学習会が行われていることを知らなかったから」の

割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

  

上段:度数

下段:％
640 361 37 93 63 64 22
100.0 56.5 5.8 14.5 9.8 10.0 3.4
76 67 - 3 2 2 2

100.0 88.2 - 3.9 2.6 2.6 2.6
127 84 5 15 11 8 4

100.0 66.1 3.9 11.8 8.7 6.3 3.1
128 78 3 20 14 10 3
100.0 60.9 2.3 15.6 10.9 7.8 2.3
82 43 1 12 10 11 5

100.0 52.4 1.2 14.6 12.2 13.4 6.1

95 40 11 16 12 14 2
100.0 42.1 11.6 16.8 12.6 14.7 2.1
74 30 10 14 10 9 1

100.0 40.5 13.5 18.9 13.5 12.2 1.4
45 15 5 9 3 10 3

100.0 33.3 11.1 20.0 6.7 22.2 6.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

そ
う
し
た
住
民
学
習
会
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
か
ら

人
権
問
題
に
つ
い
て
は
よ

く
理
解
し
て
い
る
の
で
，
参

加
す
る
ま
で
も
な
い
か
ら
。

参
加
し
た
か
っ
た
が
時
間

的
余
裕
が
な
か
っ
た
か
ら

人
権
問
題
に
関
心
が
な
い

か
ら

そ
の
他

無
回
答
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【質問５【１】で「参加したことがある」と答えた方】 

質問５【３】（１） 参加してどのような感想を持たれましたか。 (MA) 

 「いろいろな人の考えを聴くことができ参考になった」が 45.2％で最も高くなっています。次いで「身

近な課題を気軽に話し合い，地域の課題などを知ることができた」が 28.0％，「自分が気づかなかったこ

とを学習することができ，有意義であった」が 24.3％で続いています。 

 

24.3 

20.9 

28.0 

45.2 

6.5 

22.1 

17.6 

1.6 

3.9 

11.8 

7.5 

5.5 

4.3 

1.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

自分が気づかなかったことを学習することが

でき，有意義であった

さまざまな人権問題について学習することが

できた

身近な課題を気軽に話し合い，地域の課題な

どを知ることができた

いろいろな人の考えを聴くことができ参考に

なった

学習することで自分の考え方の誤りに気づく

ことができた

さまざまな人権問題を解決するために，自分

も努力しなければいけないと感じた

いつも同じ話の繰り返しであまり参加したい

とは思わない

内容が難しくて理解できなかった

自分にはあまり関係ない話ばかりで興味がわ

かない

つきあいで参加しただけであまり参加したい

とは思えない

発言を強制されるのでいきたくない

考え方を押し付けられているようで嫌な気分

になった

その他

無回答

(MA) N=507
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質問５【３】（２） 住民学習会を，今後どのような学習の場にしたいと思いますか。 (MA) 

 「防犯・防災対策など安心・安全なまちづくりについて考え合いたい」が 48.9％で最も高くなってい

ます。次いで「子どもが安心して健やかに成長できる環境づくりについて考え合いたい」が 46.5％，「人

と人とのつながりを強化し，地域に住むすべての人が大切にされるまちづくりを考え合いたい」が 45.2％

で続いています。 

 

  

7.9 

22.3 

26.4 

2.6 

41.0 

46.5 

48.9 

45.2 

2.2 

3.9 

1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

さまざまな人権問題についてもっと学習する場

にしたい

地域課題の解決に向けた話し合いの場にしたい

さまざまな人権問題も取り入れながら，地域

課題を中心に話し合うべきだ

同和問題についてもっととりあげるべきだ

高齢者や障がい者を地域で支える体制づくり

を考え合いたい

子どもが安心して健やかに成長できる環境づ

くりについて考え合いたい

防犯・防災対策など安心・安全なまちづくり

について考え合いたい

人と人とのつながりを強化し，地域に住むす

べての人が大切にされるまちづくりを考え合

いたい

その他

わからない

無回答

(MA) N=507



19 

２ さまざまな人権問題について 

女性に関して 

質問６ あなたは，女性に関し，現在，どのような人権問題が起きていると思いますか。 (MA) 

 「職場において差別待遇（女性が管理職になりにくい，マタニティ・ハラスメントなどの妊娠，出産等

を理由とする不利益取り扱い等）を受けること」が 51.9％で最も高くなっています。次いで「男女の固

定的な役割分担意識（「家事は女性」等）に基づく差別的取り扱いを受けること」が 38.2％，「性的嫌が

らせ（セクシュアル・ハラスメント）」が 35.8％で続いています。 

 

  

38.2 

51.9 

33.5 

35.8 

13.8 

9.5 

9.3 

2.0 

12.1 

10.2 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

男女の固定的な役割分担意識（「家事は女性」等）に

基づく差別的取り扱いを受けること

職場において差別待遇（女性が管理職になりにくい，

マタニティ・ハラスメントなどの妊娠，出産等を理由とする

不利益取り扱い等）を受けること

配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ＝ドメ

スティック・バイオレンス）

性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント）

売春・買春

メディアや広告等による女性のヌード写真の

掲載

「令婦人」，「婦人」，「未亡人」，「家内

」のように女性だけに用いられる言葉が使わ

れること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「男女の固定的な役割分担意識（「家事は女性」等）に基づく差別的取り

扱いを受けること」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 445 604 390 417 161

100.0 38.2 51.9 33.5 35.8 13.8
502 169 268 172 176 67

100.0 33.7 53.4 34.3 35.1 13.3
639 271 331 212 234 91

100.0 42.4 51.8 33.2 36.6 14.2
- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識

（「家
事
は
女
性
」等
）に
基
づ
く
差
別

的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と

職
場
に
お
い
て
差
別
待
遇
（女
性
が
管

理
職
に
な
り
に
く
い
，
マ
タ
ニ
テ
ィ
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
妊
娠
，
出
産
等

を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い
等
）

を
受
け
る
こ
と

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

（Ｄ
Ｖ
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・バ
イ
オ
レ

ン
ス
）

性
的
嫌
が
ら
せ
（セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
）

売
春
・買
春

上段:度数

下段:％
110 108 23 141 119 32

9.5 9.3 2.0 12.1 10.2 2.7
42 45 11 63 62 13

8.4 9.0 2.2 12.5 12.4 2.6
64 60 12 76 55 14

10.0 9.4 1.9 11.9 8.6 2.2
- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

メ
デ
ィ
ア
や
広
告
等
に
よ
る
女
性
の

ヌ
ー
ド
写
真
の
掲
載

「令
婦
人
」，
「婦
人
」，
「未
亡
人
」，
「家

内
」の
よ
う
に
女
性
だ
け
に
用
い
ら
れ

る
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”では「職場において差別待遇を受けること」，“30歳代”“40歳代”“50歳代”で

は「配偶者やパートナーからの暴力」，“30 歳代”では「性的嫌がらせ」の割合が他の年齢と比べて高く

なっています。 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 445 604 390 417 161
100.0 38.2 51.9 33.5 35.8 13.8
80 35 56 22 31 8

100.0 43.8 70.0 27.5 38.8 10.0
150 68 101 64 75 32
100.0 45.3 67.3 42.7 50.0 21.3
181 79 96 76 73 32
100.0 43.6 53.0 42.0 40.3 17.7
162 65 94 74 67 30
100.0 40.1 58.0 45.7 41.4 18.5
237 106 120 79 93 31
100.0 44.7 50.6 33.3 39.2 13.1
223 62 92 49 57 19
100.0 27.8 41.3 22.0 25.6 8.5
106 26 39 19 13 4
100.0 24.5 36.8 17.9 12.3 3.8

合
計

男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識

（「家
事
は
女
性
」等
）に
基
づ
く
差
別

的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と

職
場
に
お
い
て
差
別
待
遇
（女
性
が
管

理
職
に
な
り
に
く
い
，
マ
タ
ニ
テ
ィ
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
妊
娠
，
出
産

等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱
い

等
）を
受
け
る
こ
と

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

（Ｄ
Ｖ
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・バ
イ
オ

レ
ン
ス
）

性
的
嫌
が
ら
せ
（セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
）

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

売
春
・買
春

上段:度数

下段:％
110 108 23 141 119 32
9.5 9.3 2.0 12.1 10.2 2.7
2 6 2 7 5 -
2.5 7.5 2.5 8.8 6.3 -
13 14 5 10 6 2
8.7 9.3 3.3 6.7 4.0 1.3
13 9 3 16 12 3
7.2 5.0 1.7 8.8 6.6 1.7
19 19 2 22 11 2
11.7 11.7 1.2 13.6 6.8 1.2
27 22 6 26 18 5
11.4 9.3 2.5 11.0 7.6 2.1
24 22 2 40 38 10
10.8 9.9 0.9 17.9 17.0 4.5
8 13 3 18 25 5
7.5 12.3 2.8 17.0 23.6 4.7

無
回
答

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

メ
デ
ィ
ア
や
広
告
等
に
よ
る
女
性
の

ヌ
ー
ド
写
真
の
掲
載

「令
婦
人
」，
「婦
人
」，
「未
亡
人
」，
「家

内
」の
よ
う
に
女
性
だ
け
に
用
い
ら
れ

る
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い
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＜地域別クロス＞ 

 “神辺”では「性的嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメント）」の割合が他の地域に比べて高くなって

います。 

 

 

 

上段:度数
下段:％

1,164 445 604 390 417 161

100.0 38.2 51.9 33.5 35.8 13.8
330 133 175 126 125 50
100.0 40.3 53.0 38.2 37.9 15.2
141 57 68 40 42 18
100.0 40.4 48.2 28.4 29.8 12.8
83 32 42 20 26 11

100.0 38.6 50.6 24.1 31.3 13.3

203 85 104 63 65 22
100.0 41.9 51.2 31.0 32.0 10.8
253 93 138 87 97 36
100.0 36.8 54.5 34.4 38.3 14.2
113 37 62 44 48 19
100.0 32.7 54.9 38.9 42.5 16.8

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識

（「家
事
は
女
性
」等
）に
基
づ
く
差
別

的
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と

職
場
に
お
い
て
差
別
待
遇
（女
性
が

管
理
職
に
な
り
に
く
い
，
マ
タ
ニ

テ
ィ
・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
妊

娠
，
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益

取
り
扱
い
等
）を
受
け
る
こ
と

配
偶
者
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力

（Ｄ
Ｖ
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・バ
イ
オ

レ
ン
ス
）

性
的
嫌
が
ら
せ
（セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
）

売
春
・買
春

上段:度数
下段:％

110 108 23 141 119 32

9.5 9.3 2.0 12.1 10.2 2.7
37 34 13 32 28 7
11.2 10.3 3.9 9.7 8.5 2.1
13 10 2 20 13 3
9.2 7.1 1.4 14.2 9.2 2.1
3 6 - 13 9 2
3.6 7.2 - 15.7 10.8 2.4

13 15 2 29 30 7
6.4 7.4 1.0 14.3 14.8 3.4
23 19 5 35 17 7
9.1 7.5 2.0 13.8 6.7 2.8
16 19 1 11 15 1
14.2 16.8 0.9 9.7 13.3 0.9

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

メ
デ
ィ
ア
や
広
告
等
に
よ
る
女
性
の

ヌ
ー
ド
写
真
の
掲
載

わ
か
ら
な
い

無
回
答

「令
婦
人
」，
「婦
人
」，
「未
亡
人
」，

「家
内
」の
よ
う
に
女
性
だ
け
に
用
い

ら
れ
る
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い
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子どもに関して 

質問７ あなたは，子どもに関し，現在，どのような人権問題が起きていると思いますか。 

(MA) 

 「いじめを受けること」が 74.1％で最も高くなっています。次いで「虐待を受けること」が 58.8％，

「体罰，虐待，いじめを見て見ぬふりをすること」が 54.3％で続いています。 

 

 

  

32.9 

58.8 

74.1 

54.3 

23.3 

23.4 

1.5 

4.5 

8.0 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

体罰を受けること

虐待を受けること

いじめを受けること

体罰，虐待，いじめを見て見ぬふりをすること

保護者等から意見（進路等）を押しつけること

児童買春・児童ポルノ等の対象となること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「体罰，虐待，いじめを見て見ぬふりをすること」「児童買春・児童ポル

ノ等の対象となること」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 383 685 862 632 271
100.0 32.9 58.8 74.1 54.3 23.3

502 169 283 373 253 112

100.0 33.7 56.4 74.3 50.4 22.3

639 209 393 476 369 155
100.0 32.7 61.5 74.5 57.7 24.3

- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

体
罰
を
受
け
る
こ
と

虐
待
を
受
け
る
こ
と

い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

体
罰
，
虐
待
，
い
じ
め
を
見

て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と

保
護
者
等
か
ら
意
見
（進
路

等
）を
押
し
つ
け
る
こ
と

上段:度数

下段:％

272 17 52 93 20
23.4 1.5 4.5 8.0 1.7

102 5 23 45 5

20.3 1.0 4.6 9.0 1.0

167 12 27 47 12
26.1 1.9 4.2 7.4 1.9

- - - - -

- - - - -

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他

児
童
買
春
・児
童
ポ
ル
ノ
等

の
対
象
と
な
る
こ
と

そ
の
他
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＜年齢別クロス＞ 

“20 歳代”“30 歳代”では「虐待を受けること」，“20 歳代”“50 歳代”では「いじめを受けること」，

“30 歳代”では「児童買春・児童ポルノ等の対象となること」の割合が他の年齢と比べて高くなってい

ます。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 383 685 862 632 271
100.0 32.9 58.8 74.1 54.3 23.3
80 28 66 66 47 25

100.0 35.0 82.5 82.5 58.8 31.3
150 57 112 118 98 49

100.0 38.0 74.7 78.7 65.3 32.7
181 55 121 141 108 38
100.0 30.4 66.9 77.9 59.7 21.0
162 66 111 138 92 46
100.0 40.7 68.5 85.2 56.8 28.4

237 87 130 177 143 54
100.0 36.7 54.9 74.7 60.3 22.8
223 57 95 146 96 43
100.0 25.6 42.6 65.5 43.0 19.3
106 26 38 62 36 13

100.0 24.5 35.8 58.5 34.0 12.3

７０歳代

８０歳代以上

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

合
計

体
罰
を
受
け
る
こ
と

虐
待
を
受
け
る
こ
と

い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

体
罰
，
虐
待
，
い
じ
め
を
見

て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と

保
護
者
等
か
ら
意
見
（進
路

等
）を
押
し
つ
け
る
こ
と

上段:度数

下段:％
272 17 52 93 20
23.4 1.5 4.5 8.0 1.7
15 2 1 2 -
18.8 2.5 1.3 2.5 -
52 2 5 3 2

34.7 1.3 3.3 2.0 1.3
53 3 4 11 2
29.3 1.7 2.2 6.1 1.1
45 3 3 10 1
27.8 1.9 1.9 6.2 0.6

52 1 8 17 3
21.9 0.4 3.4 7.2 1.3
39 5 18 27 6
17.5 2.2 8.1 12.1 2.7
12 1 11 21 3

11.3 0.9 10.4 19.8 2.8

７０歳代

８０歳代以上

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

児
童
買
春
・児
童
ポ
ル
ノ
等

の
対
象
と
な
る
こ
と

そ
の
他
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高齢者に関して 

質問８ あなたは，高齢者に関し，現在，どのような人権問題が起きていると思いますか。 

(MA) 

 「悪徳商法，特殊詐欺の被害が多いこと」が 63.1％で最も高くなっています。次いで「核家族化や人

間関係の希薄化により高齢者が孤立していること」が 53.9％，「一人暮らしの高齢者への生活に必要な情

報の伝達が不十分であること」が 42.8％で続いています。 

 

 

  

25.5 

63.1 

35.6 

17.2 

42.8 

21.0 

53.9 

1.5 

4.8 

5.1 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

家庭内での介護や看護において嫌がらせや虐

待があること

悪徳商法，特殊詐欺の被害が多いこと

病院での看護や福祉施設等において劣悪な処

遇を受けたり虐待を受けたりすること

高齢者の意見や行動が尊重されないこと

一人暮らしの高齢者への生活に必要な情報の

伝達が不十分であること

賃貸住宅への入居が困難であること

核家族化や人間関係の希薄化により高齢者が

孤立していること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「病院での看護や福祉施設等において劣悪な処遇を受けたり虐待を受け

たりすること」「核家族化や人間関係の希薄化により高齢者が孤立していること」の割合が高くなってい

ます。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 297 734 414 200 498
100.0 25.5 63.1 35.6 17.2 42.8

502 117 312 162 91 207

100.0 23.3 62.2 32.3 18.1 41.2

639 175 409 248 104 282
100.0 27.4 64.0 38.8 16.3 44.1

- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

家
庭
内
で
の
介
護
や
看
護

に
お
い
て
嫌
が
ら
せ
や
虐

待
が
あ
る
こ
と

悪
徳
商
法
，
特
殊
詐
欺
の
被

害
が
多
い
こ
と

病
院
で
の
看
護
や
福
祉
施

設
等
に
お
い
て
劣
悪
な
処

遇
を
受
け
た
り
虐
待
を
受

け
た
り
す
る
こ
と

高
齢
者
の
意
見
や
行
動
が

尊
重
さ
れ
な
い
こ
と

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
へ

の
生
活
に
必
要
な
情
報
の

伝
達
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と

上段:度数

下段:％

245 627 17 56 59 18
21.0 53.9 1.5 4.8 5.1 1.5

93 249 9 26 31 5

18.5 49.6 1.8 5.2 6.2 1.0

147 368 8 30 28 11
23.0 57.6 1.3 4.7 4.4 1.7

- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
が
困

難
で
あ
る
こ
と

核
家
族
化
や
人
間
関
係
の

希
薄
化
に
よ
り
高
齢
者
が

孤
立
し
て
い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜年齢別クロス＞ 

“20 歳代”“30 歳代”“50 歳代”では「家庭内での介護や看護において嫌がらせや虐待があること」，

“30歳代”“50歳代”では「病院での看護や福祉施設等において劣悪な処遇を受けたり虐待を受けたりす

ること」，“50 歳代”では「賃貸住宅への入居が困難なこと」の割合が他の年齢と比べて高くなっていま

す。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 297 734 414 200 498
100.0 25.5 63.1 35.6 17.2 42.8
80 30 45 33 11 31

100.0 37.5 56.3 41.3 13.8 38.8
150 55 94 68 19 72

100.0 36.7 62.7 45.3 12.7 48.0
181 44 127 74 28 82
100.0 24.3 70.2 40.9 15.5 45.3
162 55 110 77 32 76
100.0 34.0 67.9 47.5 19.8 46.9

237 53 154 83 49 116
100.0 22.4 65.0 35.0 20.7 48.9
223 37 136 54 37 78
100.0 16.6 61.0 24.2 16.6 35.0
106 17 55 19 19 33

100.0 16.0 51.9 17.9 17.9 31.1

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

家
庭
内
で
の
介
護
や
看
護

に
お
い
て
嫌
が
ら
せ
や
虐

待
が
あ
る
こ
と

悪
徳
商
法
，
特
殊
詐
欺
の
被

害
が
多
い
こ
と

病
院
で
の
看
護
や
福
祉
施

設
等
に
お
い
て
劣
悪
な
処

遇
を
受
け
た
り
虐
待
を
受

け
た
り
す
る
こ
と

高
齢
者
の
意
見
や
行
動
が

尊
重
さ
れ
な
い
こ
と

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
へ

の
生
活
に
必
要
な
情
報
の

伝
達
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と

上段:度数

下段:％
245 627 17 56 59 18
21.0 53.9 1.5 4.8 5.1 1.5
11 45 1 3 3 1
13.8 56.3 1.3 3.8 3.8 1.3
33 85 3 7 5 1

22.0 56.7 2.0 4.7 3.3 0.7
48 102 3 3 4 1
26.5 56.4 1.7 1.7 2.2 0.6
48 99 1 4 8 2
29.6 61.1 0.6 2.5 4.9 1.2

52 141 3 9 12 2
21.9 59.5 1.3 3.8 5.1 0.8
38 100 4 15 18 5
17.0 44.8 1.8 6.7 8.1 2.2
8 43 2 14 9 4

7.5 40.6 1.9 13.2 8.5 3.8

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
が
困

難
で
あ
る
こ
と

核
家
族
化
や
人
間
関
係
の

希
薄
化
に
よ
り
高
齢
者
が

孤
立
し
て
い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い
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障がい者に関して 

質問９ あなたは，障がい者に関し，現在，どのような人権問題が起きていると思いますか。 

(MA) 

 「就職・職場で不利な扱いを受けること」が 53.4％で最も高くなっています。次いで「じろじろ見ら

れたり，避けられたりすること」が 41.5％，「職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること」が 41.0％

で続いています。 

 

 

  

41.0 

29.4 

53.4 

13.1 

17.4 

10.1 

19.0 

41.5 

1.8 

6.4 

15.0 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

悪徳商法の被害が多いこと

賃貸住宅への入居を拒否されること

宿泊施設や公共交通機関の利用，店舗等への

入店を拒否されること

スポーツ・文化活動・地域活動に気軽に参加

できないこと

じろじろ見られたり，避けられたりすること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜年齢別クロス＞ 

“20 歳代”“30 歳代”“40 歳代”では「職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること」「じろじろ見

られたり，避けられたりすること」，“30歳代”“50歳代”では「就職・職場で不利な扱いを受けること」，

“50歳代”では「結婚問題で周囲の反対を受けること」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 477 342 621 153 202 117
100.0 41.0 29.4 53.4 13.1 17.4 10.1
80 47 19 43 9 6 6

100.0 58.8 23.8 53.8 11.3 7.5 7.5
150 81 51 94 22 34 18

100.0 54.0 34.0 62.7 14.7 22.7 12.0
181 90 44 96 23 39 18
100.0 49.7 24.3 53.0 12.7 21.5 9.9
162 72 62 98 26 35 23
100.0 44.4 38.3 60.5 16.0 21.6 14.2

237 85 81 138 28 52 32
100.0 35.9 34.2 58.2 11.8 21.9 13.5
223 67 60 105 25 25 14
100.0 30.0 26.9 47.1 11.2 11.2 6.3
106 28 21 40 18 7 4

100.0 26.4 19.8 37.7 17.0 6.6 3.8

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対

を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

悪
徳
商
法
の
被
害
が
多
い

こ
と

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
拒

否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
や
公
共
交
通
機

関
の
利
用
，
店
舗
等
へ
の
入

店
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％
221 483 21 75 175 28
19.0 41.5 1.8 6.4 15.0 2.4
6 44 3 - 11 1
7.5 55.0 3.8 - 13.8 1.3
30 87 4 9 16 2

20.0 58.0 2.7 6.0 10.7 1.3
33 91 1 7 23 1
18.2 50.3 0.6 3.9 12.7 0.6
43 74 2 5 25 1
26.5 45.7 1.2 3.1 15.4 0.6

56 101 5 10 36 5
23.6 42.6 2.1 4.2 15.2 2.1
35 58 5 31 37 9
15.7 26.0 2.2 13.9 16.6 4.0
14 19 - 12 21 6

13.2 17.9 - 11.3 19.8 5.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

ス
ポ
ー
ツ
・文
化
活
動
・地

域
活
動
に
気
軽
に
参
加
で

き
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜地域別クロス＞ 

 “神辺”では「職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること」「結婚問題で周囲の反対を受けること」

の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 477 342 621 153 202 117
100.0 41.0 29.4 53.4 13.1 17.4 10.1
330 136 96 179 51 70 42

100.0 41.2 29.1 54.2 15.5 21.2 12.7
141 64 39 79 13 20 12
100.0 45.4 27.7 56.0 9.2 14.2 8.5

83 33 23 41 10 11 5
100.0 39.8 27.7 49.4 12.0 13.3 6.0
203 77 58 89 27 30 14

100.0 37.9 28.6 43.8 13.3 14.8 6.9
253 99 76 153 37 48 28
100.0 39.1 30.0 60.5 14.6 19.0 11.1

113 56 43 65 13 16 11
100.0 49.6 38.1 57.5 11.5 14.2 9.7

全体

中央

南部

西部

北部

東部

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
拒

否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
や
公
共
交
通
機

関
の
利
用
，
店
舗
等
へ
の
入

店
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と

神辺

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対

を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

悪
徳
商
法
の
被
害
が
多
い

こ
と

上段:度数

下段:％
221 483 21 75 175 28
19.0 41.5 1.8 6.4 15.0 2.4
67 149 6 22 43 7

20.3 45.2 1.8 6.7 13.0 2.1
25 59 1 7 19 2
17.7 41.8 0.7 5.0 13.5 1.4

13 33 1 8 12 2
15.7 39.8 1.2 9.6 14.5 2.4
37 76 2 16 42 5

18.2 37.4 1.0 7.9 20.7 2.5
45 109 6 13 34 9
17.8 43.1 2.4 5.1 13.4 3.6

26 44 4 8 15 -
23.0 38.9 3.5 7.1 13.3 -

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ス
ポ
ー
ツ
・文
化
活
動
・地

域
活
動
に
気
軽
に
参
加
で

き
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他



32 

同和問題に関して 

質問10 あなたが，部落差別等の同和問題について，初めて知ったきっかけは，何からです

か。 (SA) 

 「学校の授業で習った」が 34.9％で突出しています。「家族（祖父母，父母，兄弟姉妹など）から聞い

た」が 18.6％で続いています。 

 

  

18.6 

0.7 

2.1 

2.1 

1.9 

34.9 

2.5 

6.8 

0.4 

0.3 

8.8 

0.7 

7.7 

12.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

家族（祖父母，父母，兄弟姉妹など）から聞

いた

親戚の人から聞いた

近所の人から聞いた

職場の人から聞いた

友だちから聞いた

学校の授業で習った

テレビ・ラジオ・新聞・書籍などで知った

部落差別等の同和問題に関する学習会・研修

会などで知った

県や市の広報紙や冊子等で知った

インターネットで知った

部落差別等の同和問題は知っているが，きっ

かけは覚えていない

その他

部落差別等の同和問題を知らない

無回答

(SA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「学校の授業で習った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 216 8 25 24 22 406 29
100.0 18.6 0.7 2.1 2.1 1.9 34.9 2.5

502 96 4 11 19 6 145 14

100.0 19.1 0.8 2.2 3.8 1.2 28.9 2.8

639 116 4 14 5 15 257 15
100.0 18.2 0.6 2.2 0.8 2.3 40.2 2.3

- - - - - - - -

- - - - - - - -

全体

男

女

その他

友
だ
ち
か
ら
聞
い
た

学
校
の
授
業
で
習
っ
た

テ
レ
ビ
・ラ
ジ
オ
・新
聞
・書

籍
な
ど
で
知
っ
た

合
計

家
族
（祖
父
母
，
父
母
，
兄

弟
姉
妹
な
ど
）か
ら
聞
い
た

親
戚
の
人
か
ら
聞
い
た

近
所
の
人
か
ら
聞
い
た

職
場
の
人
か
ら
聞
い
た

上段:度数

下段:％

79 5 3 103 8 90 146
6.8 0.4 0.3 8.8 0.7 7.7 12.5

35 1 1 54 5 43 68

7.0 0.2 0.2 10.8 1.0 8.6 13.5

41 4 2 46 3 44 73
6.4 0.6 0.3 7.2 0.5 6.9 11.4

- - - - - - -

- - - - - - -

部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

は
知
っ
て
い
る
が
，
き
っ
か

け
は
覚
え
て
い
な
い

そ
の
他

部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

を
知
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他

部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

に
関
す
る
学
習
会
・研
修
会

な
ど
で
知
っ
た

県
や
市
の
広
報
紙
や
冊
子

等
で
知
っ
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
知
っ

た
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”では「部落差別等の同和問題を知らない」，“30歳代”“40歳代”“50歳代”では「学校の授

業で習った」，“70歳代”“80歳代以上”では「家族から聞いた」の割合が他の年齢と比べて高くなってい

ます。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 216 8 25 24 22 406 29
100.0 18.6 0.7 2.1 2.1 1.9 34.9 2.5
80 17 - - 2 1 14 1

100.0 21.3 - - 2.5 1.3 17.5 1.3
150 19 - - 1 4 78 3

100.0 12.7 - - 0.7 2.7 52.0 2.0
181 18 1 1 2 2 109 4
100.0 9.9 0.6 0.6 1.1 1.1 60.2 2.2
162 18 - - 1 3 103 -
100.0 11.1 - - 0.6 1.9 63.6 -

237 48 4 4 4 5 75 8
100.0 20.3 1.7 1.7 1.7 2.1 31.6 3.4
223 64 2 11 6 5 16 6
100.0 28.7 0.9 4.9 2.7 2.2 7.2 2.7
106 27 1 9 8 1 6 7

100.0 25.5 0.9 8.5 7.5 0.9 5.7 6.6

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

家
族
（祖
父
母
，
父
母
，
兄

弟
姉
妹
な
ど
）か
ら
聞
い
た

親
戚
の
人
か
ら
聞
い
た

近
所
の
人
か
ら
聞
い
た

職
場
の
人
か
ら
聞
い
た

友
だ
ち
か
ら
聞
い
た

学
校
の
授
業
で
習
っ
た

テ
レ
ビ
・ラ
ジ
オ
・新
聞
・書

籍
な
ど
で
知
っ
た

上段:度数

下段:％
79 5 3 103 8 90 146
6.8 0.4 0.3 8.8 0.7 7.7 12.5
2 1 2 2 - 36 2
2.5 1.3 2.5 2.5 - 45.0 2.5
3 - 1 9 - 21 11

2.0 - 0.7 6.0 - 14.0 7.3
4 - - 11 2 13 14
2.2 - - 6.1 1.1 7.2 7.7
7 - - 5 1 5 19
4.3 - - 3.1 0.6 3.1 11.7

19 1 - 22 2 9 36
8.0 0.4 - 9.3 0.8 3.8 15.2
31 1 - 32 2 3 44
13.9 0.4 - 14.3 0.9 1.3 19.7
10 2 - 18 1 1 15

9.4 1.9 - 17.0 0.9 0.9 14.2

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

無
回
答

部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

に
関
す
る
学
習
会
・研
修
会

な
ど
で
知
っ
た

県
や
市
の
広
報
紙
や
冊
子

等
で
知
っ
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
知
っ

た 部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

は
知
っ
て
い
る
が
，
き
っ
か

け
は
覚
え
て
い
な
い

そ
の
他

部
落
差
別
等
の
同
和
問
題

を
知
ら
な
い
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【質問10で「同和問題について知っている」と答えた方】 

質問11 あなたは，部落差別等の同和問題に関し，現在，どのような人権問題が起きている

と思いますか。 (MA) 

 「結婚問題で周囲の反対を受けること」が 47.1％で突出しています。「出身地や居住地を聞かれること」

が 26.1％，「わからない」が 23.7％で続いています。 

 

 

  

47.1 

16.9 

26.1 

14.5 

11.7 

4.6 

11.3 

7.4 

1.3 

14.2 

23.7 

1.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

結婚問題で周囲の反対を受けること

進学・就職・職場で不利な扱いを受けること

出身地や居住地を聞かれること

職場や近所でのつきあい

インターネットを利用して差別的な情報が掲

載されること

差別落書きをすること

差別言動をされること

家の新築などで土地を購入しようとするとき

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=928
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【質問10で「同和問題について知っている」と答えた方】 

質問12 現在もなお部落差別が存在するのは，なぜだと思いますか。 (MA) 

 「昔からある偏見や差別意識を，そのまま受け入れてしまう人が多いから」が 61.0％で突出していま

す。「部落差別の知識がなかったり，無関心だったりする人がいるから」が 28.6％，「同和地区の住民が

行政から優遇されていると思う人が多いから」が 24.4％で続いています。 

 

 

  

28.6 

15.8 

11.9 

61.0 

8.8 

24.4 

14.9 

7.4 

3.6 

2.3 

11.1 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

部落差別の知識がなかったり，無関心だった

りする人がいるから

落書きやインターネット上などで差別意識を

助長する人がいるから

これまでの教育や啓発が十分でなかったから

昔からある偏見や差別意識を，そのまま受け

入れてしまう人が多いから

地域社会や家庭において話題となるから

同和地区の住民が行政から優遇されていると

思う人が多いから

えせ同和行為（同和問題を口実に企業や官公

庁等に不当な要求をする行為）などにより，

「同和は怖い問題である」と思うから

部落差別はもはや存在しない

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=928
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【質問10で「同和問題について知っている」と答えた方】 

質問13 あなたは，部落差別等の同和問題を解決するために，今後どうすればよいと思いま

すか。 (MA) 

 「人権尊重の意識を一人ひとりがもっと自覚すべき」が 44.9％で最も高くなっています。次いで「特

別なことをする必要はなく，自然に無くなっていくのを待つべき」が 29.4％，「行政がもっと積極的に教

育・啓発，相談体制の充実などの施策を講ずるべき」が 19.5％で続いています。 

 

 

  

44.9 

19.5 

29.4 

12.4 

18.4 

10.6 

4.2 

3.9 

12.8 

1.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

人権尊重の意識を一人ひとりがもっと自覚す

べき

行政がもっと積極的に教育・啓発，相談体制

の充実などの施策を講ずるべき

特別なことをする必要はなく，自然に無くな

っていくのを待つべき

インターネットにおける差別的な書き込みを

する人を処罰すべき

えせ同和行為（同和問題を口実に企業や官公

庁等に不当な要求をする行為）をする人を処

罰すべき

差別する人や差別を助長する人を処罰すべき

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=928
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＜性別クロス＞ 

 “男性”では女性に比べ，「特別なことをする必要はなく，自然に無くなっていくのを待つべき」「えせ

同和行為（同和問題を口実に企業や官公庁等に不当な要求をする行為）をする人を処罰すべき」の割合が

高くなっています。“女性”では“男性”に比べ，「人権尊重の意識を一人ひとりがもっと自覚すべき」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％

928 417 181 273 115 171
100.0 44.9 19.5 29.4 12.4 18.4

391 162 84 125 53 96
100.0 41.4 21.5 32.0 13.6 24.6

522 252 96 140 62 74
100.0 48.3 18.4 26.8 11.9 14.2

- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

人
権
尊
重
の
意
識
を
一
人
ひ
と
り

が
も
っ
と
自
覚
す
べ
き

行
政
が
も
っ
と
積
極
的
に
教
育
・

啓
発
，
相
談
体
制
の
充
実
な
ど
の

施
策
を
講
ず
る
べ
き

特
別
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な

く
，
自
然
に
無
く
な
っ
て
い
く
の

を
待
つ
べ
き

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
差
別

的
な
書
き
込
み
を
す
る
人
を
処
罰

す
べ
き

え
せ
同
和
行
為
（同
和
問
題
を
口

実
に
企
業
や
官
公
庁
等
に
不
当
な

要
求
を
す
る
行
為
）を
す
る
人
を

処
罰
す
べ
き

上段:度数

下段:％

98 39 36 119 13
10.6 4.2 3.9 12.8 1.4

55 19 16 43 2
14.1 4.9 4.1 11.0 0.5

42 20 20 73 10
8.0 3.8 3.8 14.0 1.9

- - - - -

- - - - -

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他

差
別
す
る
人
や
差
別
を
助
長
す
る

人
を
処
罰
す
べ
き

そ
の
他
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質問14（１） 仮に，あなたは子どもの結婚しようとする相手が，同和地区の人であるとわ

かった場合，あなたはどうしますか。 (SA) 

 「子どもの意志を尊重する」が 46.3％で突出しています。「わからない」が 15.4％，「反対するが，子

どもの意志が強ければ仕方がない」が 11.3％で続いています。 

 

 

＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「わからない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

結婚を認め，家族や親

戚などに反対があれば

その人を説得する

4.9%

子どもの意志を尊重

する

46.3%

反対するが，子ども

の意志が強ければ仕

方がない

11.3%

反対し，結婚を認め

ない

2.7%

わからない

15.4%

無回答

19.4%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％

1,164 57 539 132 31 179 226
100.0 4.9 46.3 11.3 2.7 15.4 19.4

502 26 247 51 17 56 105

100.0 5.2 49.2 10.2 3.4 11.2 20.9

639 31 281 78 14 118 117
100.0 4.9 44.0 12.2 2.2 18.5 18.3

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

結
婚
を
認
め
，
家
族
や
親
戚

な
ど
に
反
対
が
あ
れ
ば
そ

の
人
を
説
得
す
る

子
ど
も
の
意
志
を
尊
重
す

る 反
対
す
る
が
，
子
ど
も
の
意

志
が
強
け
れ
ば
仕
方
が
な

い 反
対
し
，
結
婚
を
認
め
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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質問14（２） 仮に，あなたが同和地区の人と，結婚しようとしたとき親や親戚から反対を

受けたら，あなたはどうしますか。 (SA) 

 「わからない」が 12.2％で最も高くなっています。次いで「親や親戚などの説得に全力をつくした後

に，自分の意志を貫いて結婚する」が 9.9％，「自分の意志を貫いて結婚する」が 8.7％で続いています。 

 

  

親や親戚などの説得

に全力をつくした後

に，自分の意志を貫

いて結婚する

9.9%

自分の意志を貫いて

結婚する

8.7%

親や親戚などを説得

するが，反対されれ

ば結婚しない

3.5%

家族や親戚などの反

対があれば，結婚し

ない

2.4%

わからない

12.2%

無回答

63.3%

(SA) N=1,164
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外国人に関して 

質問15 あなたは，日本に居住している外国人に関し，現在，どのような人権問題が起きて

いると思いますか。 (MA) 

 「就職・職場で不利な扱いを受けること」が 34.7％で最も高くなっています。次いで「風習や習慣等

の違いが受け入れられないこと」が 33.0％，「わからない」が 25.6％で続いています。 

 

 

  
18.9 

14.0 

34.7 

18.4 

15.9 

4.0 

33.0 

16.2 

1.6 

10.8 

25.6 

2.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること

結婚問題で周囲の反対を受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

賃貸住宅への入居を拒否されること

宿泊施設，店舗等への入店や施設利用を拒否

されること

風習や習慣等の違いが受け入れられないこと

じろじろ見られたり，避けられたりすること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “男性”では“女性”に比べ，「就職・職場で不利な扱いを受けること」の割合が高くなっています。

“女性”では“男性”に比べ，「わからない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％

1,164 220 163 404 214 185 47
100.0 18.9 14.0 34.7 18.4 15.9 4.0

502 101 80 198 96 79 23

100.0 20.1 15.9 39.4 19.1 15.7 4.6

639 117 81 201 115 104 22
100.0 18.3 12.7 31.5 18.0 16.3 3.4

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対

を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

こ
と

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
拒

否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
，
店
舗
等
へ
の
入

店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％

384 188 19 126 298 29
33.0 16.2 1.6 10.8 25.6 2.5

165 91 7 53 112 12

32.9 18.1 1.4 10.6 22.3 2.4

213 94 12 67 180 14
33.3 14.7 1.9 10.5 28.2 2.2

- - - - - -

- - - - - -

全体

男

女

その他

風
習
や
習
慣
等
の
違
い
が

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”では「差別的な言動をされること」，“20歳代”“30歳代”“50歳代”では「風習や習慣等の

違いが受け入れられないこと」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。年齢があがるにつれて「わ

からない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 220 163 404 214 185 47
100.0 18.9 14.0 34.7 18.4 15.9 4.0
80 12 10 22 25 9 2

100.0 15.0 12.5 27.5 31.3 11.3 2.5
150 36 21 53 36 28 9

100.0 24.0 14.0 35.3 24.0 18.7 6.0
181 31 20 64 37 33 5
100.0 17.1 11.0 35.4 20.4 18.2 2.8
162 42 25 64 29 29 4
100.0 25.9 15.4 39.5 17.9 17.9 2.5

237 48 37 100 38 52 15
100.0 20.3 15.6 42.2 16.0 21.9 6.3
223 37 35 74 34 22 9
100.0 16.6 15.7 33.2 15.2 9.9 4.0
106 12 13 22 12 10 1

100.0 11.3 12.3 20.8 11.3 9.4 0.9

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対

を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

こ
と

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
拒

否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
，
店
舗
等
へ
の
入

店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％
384 188 19 126 298 29
33.0 16.2 1.6 10.8 25.6 2.5
31 16 - 10 14 1
38.8 20.0 - 12.5 17.5 1.3
63 29 5 16 30 2

42.0 19.3 3.3 10.7 20.0 1.3
66 31 3 9 40 2
36.5 17.1 1.7 5.0 22.1 1.1
64 27 2 19 42 -
39.5 16.7 1.2 11.7 25.9 -

84 46 3 19 59 7
35.4 19.4 1.3 8.0 24.9 3.0
51 27 4 30 65 9
22.9 12.1 1.8 13.5 29.1 4.0
18 9 2 18 40 5

17.0 8.5 1.9 17.0 37.7 4.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

風
習
や
習
慣
等
の
違
い
が

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜地域別クロス＞ 

 “北部”では「わからない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 220 163 404 214 185 47
100.0 18.9 14.0 34.7 18.4 15.9 4.0
330 60 47 123 64 61 12

100.0 18.2 14.2 37.3 19.4 18.5 3.6
141 27 15 56 32 25 7
100.0 19.1 10.6 39.7 22.7 17.7 5.0

83 10 5 23 9 15 4
100.0 12.0 6.0 27.7 10.8 18.1 4.8
203 41 33 65 34 28 5

100.0 20.2 16.3 32.0 16.7 13.8 2.5
253 51 37 87 49 36 11
100.0 20.2 14.6 34.4 19.4 14.2 4.3

113 24 23 39 21 15 5
100.0 21.2 20.4 34.5 18.6 13.3 4.4

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

結
婚
問
題
で
周
囲
の
反
対

を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

こ
と

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
拒

否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
，
店
舗
等
へ
の
入

店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％
384 188 19 126 298 29
33.0 16.2 1.6 10.8 25.6 2.5
118 51 5 32 70 8

35.8 15.5 1.5 9.7 21.2 2.4
49 22 3 15 27 2
34.8 15.6 2.1 10.6 19.1 1.4

24 15 2 12 22 1
28.9 18.1 2.4 14.5 26.5 1.2
55 30 3 21 70 6

27.1 14.8 1.5 10.3 34.5 3.0
97 45 3 29 63 6
38.3 17.8 1.2 11.5 24.9 2.4

28 19 3 11 34 2
24.8 16.8 2.7 9.7 30.1 1.8

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

風
習
や
習
慣
等
の
違
い
が

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答



45 

その他の人権問題に関して 

質問16 結婚や就職時の身元調査について，あなたはどのようにお考えでしょうか。 (SA) 

 「身元調査はよくないことだと思うが，ある程度は仕方がないことだと思う」が 51.8％を占めていま

す。 

 

身元調査は差別につ

ながるおそれがある

ので，するべきでは

ない

28.6%

身元調査はよくない

ことだと思うが，あ

る程度は仕方がない

ことだと思う

51.8%

身元調査をすることは

当然のことだと思う

6.2%

わからない

11.3%

無回答

2.1%

(SA) N=1,164
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質問17 あなたは，インターネットによる人権問題に関し，現在，どのような問題が起きて

いると思いますか。 (MA) 

 「他人を誹謗・中傷する情報が掲載されること」が 60.2％で最も高くなっています。次いで「誤った

情報や人権侵害情報が，不特定多数の人に一度に流出してしまうこと」が 51.4％，「ラインやツイッター

などによる交流が犯罪を誘発する場となっていること」が 43.3％で続いています。 

 

 

  

60.2 

38.7 

43.3 

19.5 

21.7 

43.1 

51.4 

21.2 

1.0 

3.7 

18.8 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

他人を誹謗・中傷する情報が掲載されること

他人を差別しようとする気持ちを起こさせた

り，それを助長するような情報が掲載される

こと

ラインやツイッターなどによる交流が犯罪を

誘発する場となっていること

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔

写真が掲載されること

ネットポルノが存在していること

個人のプライバシーに関する情報が無断で掲

載されていること

誤った情報や人権侵害情報が，不特定多数の

人に一度に流出してしまうこと

リベンジポルノが行われていること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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上段:度数

下段:％
1,164 701 450 504 227 253 502
100.0 60.2 38.7 43.3 19.5 21.7 43.1
80 67 31 46 15 11 40

100.0 83.8 38.8 57.5 18.8 13.8 50.0
150 123 87 74 54 51 94
100.0 82.0 58.0 49.3 36.0 34.0 62.7
181 137 83 88 41 52 96

100.0 75.7 45.9 48.6 22.7 28.7 53.0
162 119 74 76 44 50 78
100.0 73.5 45.7 46.9 27.2 30.9 48.1
237 136 93 117 43 47 97
100.0 57.4 39.2 49.4 18.1 19.8 40.9
223 86 57 72 23 28 69
100.0 38.6 25.6 32.3 10.3 12.6 30.9
106 23 17 24 4 10 21

100.0 21.7 16.0 22.6 3.8 9.4 19.8

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

他
人
を
誹
謗
・中
傷
す
る
情
報
が

掲
載
さ
れ
る
こ
と

他
人
を
差
別
し
よ
う
と
す
る
気

持
ち
を
起
こ
さ
せ
た
り
，
そ
れ

を
助
長
す
る
よ
う
な
情
報
が
掲

載
さ
れ
る
こ
と

ラ
イ
ン
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
に

よ
る
交
流
が
犯
罪
を
誘
発
す
る

場
と
な
っ
て
い
る
こ
と

捜
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
未

成
年
者
の
実
名
や
顔
写
真
が
掲

載
さ
れ
る
こ
と

ネ
ッ
ト
ポ
ル
ノ
が
存
在
し
て
い

る
こ
と

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す

る
情
報
が
無
断
で
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と

＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”では「ラインやツイッターなどによる交流が犯罪を誘発する場となっていること」，“20歳

代”“30歳代”では「他人を誹謗・中傷する情報が掲載されること」，“30歳代”では「捜査の対象となっ

ている未成年者の実名や顔写真が掲載されること」「ネットポルノが存在していること」「個人のプライ

バシーに関する情報が無断で掲載されていること」「誤った情報や人権侵害情報が，不特定多数の人に一

度に流出してしまうこと」「リベンジポルノが行われていること」の割合が他の年齢と比べて高くなって

います。年齢があがるにつれて「わからない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％
598 247 12 43 219 25
51.4 21.2 1.0 3.7 18.8 2.1
47 13 3 2 2 -
58.8 16.3 3.8 2.5 2.5 -
102 63 3 4 6 1
68.0 42.0 2.0 2.7 4.0 0.7
107 49 - 3 19 -

59.1 27.1 - 1.7 10.5 -
99 47 - 3 22 1
61.1 29.0 - 1.9 13.6 0.6
132 42 3 5 51 5
55.7 17.7 1.3 2.1 21.5 2.1
80 20 2 10 70 11
35.9 9.0 0.9 4.5 31.4 4.9
23 8 1 13 43 5

21.7 7.5 0.9 12.3 40.6 4.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

誤
っ
た
情
報
や
人
権
侵
害
情
報

が
，
不
特
定
多
数
の
人
に
一
度

に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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質問18 あなたは，インターネットにおける人権侵害を防ぐために必要なことはどのような

ことだと思いますか。 (MA) 

 「違法な情報発信者に対する監視，取り締まりを強化する」が 67.6％で最も高くなっています。次い

で「子どもが犯罪に巻き込まれないよう有害なサイトへのアクセスに制限をかける」が 60.6％，「プロバ

イダに対し，情報の停止・削除を求める」が 47.3％で続いています。 

 

＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「子どもがインターネットを利用する場合は，家族と一緒に利用する」

「子どもが犯罪に巻き込まれないよう有害なサイトへのアクセスに制限をかける」の割合が高くなって

います。 

 

67.6 

47.3 

20.4 

32.2 

24.3 

60.6 

2.1 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

違法な情報発信者に対する監視，取り締まり

を強化する

プロバイダに対し，情報の停止・削除を求める

事業主や利用者に対し，人権侵害に関する理

解を深めるための教育・啓発・広報活動を推

進する

人権侵害を受けた人の相談窓口を充実する

子どもがインターネットを利用する場合は，

家族と一緒に利用する

子どもが犯罪に巻き込まれないよう有害なサ

イトへのアクセスに制限をかける

その他

無回答

(MA) N=1,164

上段:度数

下段:％

1,164 787 550 238 375 283 705 24 57
100.0 67.6 47.3 20.4 32.2 24.3 60.6 2.1 4.9

502 342 236 114 161 102 254 14 26

100.0 68.1 47.0 22.7 32.1 20.3 50.6 2.8 5.2

639 434 305 122 208 176 441 9 28
100.0 67.9 47.7 19.1 32.6 27.5 69.0 1.4 4.4

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

無
回
答

全体

男

女

その他

合
計

違
法
な
情
報
発
信
者
に
対

す
る
監
視
，
取
り
締
ま
り
を

強
化
す
る

プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
，
情
報

の
停
止
・削
除
を
求
め
る

事
業
主
や
利
用
者
に
対
し
，

人
権
侵
害
に
関
す
る
理
解

を
深
め
る
た
め
の
教
育
・啓

発
・広
報
活
動
を
推
進
す
る

人
権
侵
害
を
受
け
た
人
の

相
談
窓
口
を
充
実
す
る

子
ど
も
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
場
合
は
，
家

族
と
一
緒
に
利
用
す
る

子
ど
も
が
犯
罪
に
巻
き
込

ま
れ
な
い
よ
う
有
害
な
サ

イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
制

限
を
か
け
る

そ
の
他
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＜年齢別クロス＞ 

“30 歳代”“40 歳代”“50 歳代”では「違法な情報発信者に対する監視，取り締まりを強化する」「プ

ロバイダに対し，情報の停止・削除を求める」，“30 歳代”では「子どもがインターネットを利用する場

合は，家族と一緒に利用する」「子どもが犯罪に巻き込まれないよう有害なサイトへのアクセスに制限を

かける」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 787 550 238 375 283 705 24 57
100.0 67.6 47.3 20.4 32.2 24.3 60.6 2.1 4.9
80 53 25 13 22 19 52 2 -

100.0 66.3 31.3 16.3 27.5 23.8 65.0 2.5 -
150 113 90 36 60 56 119 3 1

100.0 75.3 60.0 24.0 40.0 37.3 79.3 2.0 0.7
181 142 110 35 64 48 121 3 2
100.0 78.5 60.8 19.3 35.4 26.5 66.9 1.7 1.1
162 125 95 34 63 25 107 1 3
100.0 77.2 58.6 21.0 38.9 15.4 66.0 0.6 1.9

237 169 121 56 78 58 143 5 7
100.0 71.3 51.1 23.6 32.9 24.5 60.3 2.1 3.0
223 128 76 46 59 57 117 7 16
100.0 57.4 34.1 20.6 26.5 25.6 52.5 3.1 7.2
106 46 24 16 22 15 34 2 24

100.0 43.4 22.6 15.1 20.8 14.2 32.1 1.9 22.6

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

違
法
な
情
報
発
信
者
に
対

す
る
監
視
，
取
り
締
ま
り
を

強
化
す
る

プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
，
情
報

の
停
止
・削
除
を
求
め
る

事
業
主
や
利
用
者
に
対
し
，

人
権
侵
害
に
関
す
る
理
解

を
深
め
る
た
め
の
教
育
・啓

発
・広
報
活
動
を
推
進
す
る

人
権
侵
害
を
受
け
た
人
の

相
談
窓
口
を
充
実
す
る

子
ど
も
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
場
合
は
，
家

族
と
一
緒
に
利
用
す
る

子
ど
も
が
犯
罪
に
巻
き
込

ま
れ
な
い
よ
う
有
害
な
サ

イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
制

限
を
か
け
る

そ
の
他

無
回
答
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質問19 あなたは，「からだの性」と「こころの性」が一致しない性同一性障がいや同性愛，

両性愛といった性的指向に関し，現在，どのような人権問題が起きていると思いますか。 

(MA) 

 「差別的な言動をされること」が 46.4％で最も高くなっています。次いで「職場，学校等で嫌がらせ

やいじめを受けること」が 41.1％，「就職・職場で不利な扱いを受けること」が 32.9％で続いています。 

 

 

  

41.1 

32.9 

46.4 

5.8 

5.9 

28.1 

1.5 

6.6 

29.3 

2.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言動をされること

アパート等への入居を拒否されること

宿泊施設，店舗等への入店や施設利用を拒否

されること

じろじろ見られたり，避けられたりすること

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜年齢別クロス＞ 

“20 歳代”“30 歳代”“40 歳代”では「職場，学校等で嫌がらせやいじめを受けること」「差別的な言

動をされること」，“30 歳代”では「じろじろ見られたり，避けられたりすること」の割合が他の年齢と

比べて高くなっています。年齢があがるにつれて「わからない」の割合が高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 478 383 540 67 69
100.0 41.1 32.9 46.4 5.8 5.9
80 42 24 56 1 4

100.0 52.5 30.0 70.0 1.3 5.0
150 82 54 94 9 14

100.0 54.7 36.0 62.7 6.0 9.3
181 90 69 103 5 7
100.0 49.7 38.1 56.9 2.8 3.9
162 75 66 85 9 8
100.0 46.3 40.7 52.5 5.6 4.9

237 96 92 100 19 18
100.0 40.5 38.8 42.2 8.0 7.6
223 67 55 73 16 14
100.0 30.0 24.7 32.7 7.2 6.3
106 23 20 26 6 2

100.0 21.7 18.9 24.5 5.7 1.9

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

こ
と

ア
パ
ー
ト
等
へ
の
入
居
を

拒
否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
，
店
舗
等
へ
の
入

店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％
327 18 77 341 27
28.1 1.5 6.6 29.3 2.3
29 4 2 10 -
36.3 5.0 2.5 12.5 -
64 5 11 20 2

42.7 3.3 7.3 13.3 1.3
60 3 8 37 -
33.1 1.7 4.4 20.4 -
42 1 6 46 2
25.9 0.6 3.7 28.4 1.2

59 1 12 79 5
24.9 0.4 5.1 33.3 2.1
52 2 24 88 6
23.3 0.9 10.8 39.5 2.7
19 2 11 48 7

17.9 1.9 10.4 45.3 6.6

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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＜地域別クロス＞ 

 “西部”“北部”では「わからない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 478 383 540 67 69
100.0 41.1 32.9 46.4 5.8 5.9
330 143 117 164 15 22

100.0 43.3 35.5 49.7 4.5 6.7
141 61 48 73 8 11
100.0 43.3 34.0 51.8 5.7 7.8

83 32 23 32 3 1
100.0 38.6 27.7 38.6 3.6 1.2
203 75 60 90 11 9

100.0 36.9 29.6 44.3 5.4 4.4
253 104 85 115 11 15
100.0 41.1 33.6 45.5 4.3 5.9

113 52 39 55 16 8
100.0 46.0 34.5 48.7 14.2 7.1

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

職
場
，
学
校
等
で
嫌
が
ら
せ

や
い
じ
め
を
受
け
る
こ
と

就
職
・職
場
で
不
利
な
扱
い

を
受
け
る
こ
と

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

こ
と

ア
パ
ー
ト
等
へ
の
入
居
を

拒
否
さ
れ
る
こ
と

宿
泊
施
設
，
店
舗
等
へ
の
入

店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ

れ
る
こ
と

上段:度数

下段:％
327 18 77 341 27
28.1 1.5 6.6 29.3 2.3
95 5 18 80 9

28.8 1.5 5.5 24.2 2.7
39 3 13 32 3
27.7 2.1 9.2 22.7 2.1

20 3 4 33 1
24.1 3.6 4.8 39.8 1.2
53 2 15 74 4

26.1 1.0 7.4 36.5 2.0
78 4 18 71 4
30.8 1.6 7.1 28.1 1.6

35 1 6 35 -
31.0 0.9 5.3 31.0 -

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り
，
避

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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人権侵害と自分自身との関わり等について 

質問20 職場や地域，家庭の中でさまざまな人権問題について差別的な言動があったとき，

あなたならどのようにされますか。 (SA) 

 「自分で相手にまちがいを説明する」が 45.5％で最も高くなっています。次いで「説明する自信がな

いので，そのままにしておく」が 30.1％で続いています。 

 

＜性別クロス＞ 

 “男性”では“女性”に比べ，「自分で相手にまちがいを説明する」の割合が高くなっています。“女性”

では“男性”に比べ，「説明する自信がないので，そのままにしておく」の割合が高くなっています。 

 

自分で相手にまちが

いを説明する

45.5%

説明する自信がない

ので，そのままにし

ておく

30.1%

自分には関係のない

ことなので，そのま

まにしておく

7.5%

相手の意見に合わせる

2.5%

その他

6.8%

無回答

7.6%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％

1,164 530 350 87 29 79 89
100.0 45.5 30.1 7.5 2.5 6.8 7.6

502 245 135 47 17 30 28

100.0 48.8 26.9 9.4 3.4 6.0 5.6

639 283 207 35 12 49 53
100.0 44.3 32.4 5.5 1.9 7.7 8.3

- - - - - - -

- - - - - - -

全体

男

女

その他

合
計

自
分
で
相
手
に
ま
ち
が
い

を
説
明
す
る

説
明
す
る
自
信
が
な
い
の

で
，
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く

自
分
に
は
関
係
の
な
い
こ

と
な
の
で
，
そ
の
ま
ま
に
し

て
お
く

相
手
の
意
見
に
合
わ
せ
る

そ
の
他

無
回
答



54 

質問21 結婚は二人の合意により成立することになっていますが，現実にはいろいろな理由

で家族やまわりの人たちが反対することがあります。このことについて，あなたはどの

ように思いますか。 (SA) 

 「家族やまわりの人の意見も無視できないが，当人同士の合意がより尊重されるべきである」が 76.6％

を占めています。 

 

  

当人同士の合意があ

ればよい。まわりの

意見に左右されるべ

きではない

9.8%

家族やまわりの人の

意見も無視できない

が，当人同士の合意

がより尊重されるべ

きである

76.6%

当人同士の合意も無

視できないが，家族

やまわりの人の意見

がより尊重されるべ

きである

6.0%

当人同士の合意よ

り，家族やまわりの

人の意見が尊重され

るべきである

1.6%

無回答

6.0%

(SA) N=1,164
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３ 人権啓発について 

質問22 あなたは，人権啓発を推進するためには，市民に対してどのような方法による啓発

広報活動が効果的であると思いますか。 (MA) 

 「テレビ・ラジオを利用した啓発広報」が 38.5％で最も高くなっています。次いで「講演会，シンポ

ジウム，研修会等」が 29.1％，「広報紙・パンフレット・ポスター」が 28.4％で続いています。 

 

  

29.1 

7.1 

28.4 

38.5 

16.1 

24.2 

22.3 

11.3 

8.5 

16.0 

18.4 

19.2 

1.8 

4.0 

12.6 

2.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

講演会，シンポジウム，研修会等

展示会（資料，写真等）

広報紙・パンフレット・ポスター

テレビ・ラジオを利用した啓発広報

映画・ビデオを利用した啓発広報

新聞・雑誌を利用した啓発広報

インターネットを利用した啓発広報

交通広告（電車やバス等の車内広告や車体広

告，駅での広告等）

ワークショップ（参加者による少人数の討論

会や参加体験型の研修プログラム等）

高齢者・障がい者疑似体験

高齢者・障がい者等との交流会

自由な意見の交換ができる会合

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”では「交通広告」，“20歳代”“30歳代”“40歳代”では「インターネットを利用

した啓発広報」，“30歳代”では「テレビ・ラジオを利用した啓発広報」，“50歳代”では「高齢者・障が

い者等との交流会」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 339 83 331 448 187 282 260 132
100.0 29.1 7.1 28.4 38.5 16.1 24.2 22.3 11.3
80 18 8 22 37 15 25 36 21

100.0 22.5 10.0 27.5 46.3 18.8 31.3 45.0 26.3
150 38 8 45 79 27 34 54 31

100.0 25.3 5.3 30.0 52.7 18.0 22.7 36.0 20.7
181 47 21 47 83 27 48 63 25
100.0 26.0 11.6 26.0 45.9 14.9 26.5 34.8 13.8
162 52 10 51 71 26 39 41 18
100.0 32.1 6.2 31.5 43.8 16.0 24.1 25.3 11.1

237 81 14 74 81 46 61 39 19
100.0 34.2 5.9 31.2 34.2 19.4 25.7 16.5 8.0
223 67 14 65 62 33 48 21 11
100.0 30.0 6.3 29.1 27.8 14.8 21.5 9.4 4.9
106 34 7 24 33 12 24 4 6

100.0 32.1 6.6 22.6 31.1 11.3 22.6 3.8 5.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

交
通
広
告
（電
車
や
バ
ス
等

の
車
内
広
告
や
車
体
広
告
，

駅
で
の
広
告
等
）

７０歳代

８０歳代以上

合
計

講
演
会
，
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，

研
修
会
等

展
示
会
（資
料
，
写
真
等
）

広
報
紙
・パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

ポ
ス
タ
ー

テ
レ
ビ
・ラ
ジ
オ
を
利
用
し

た
啓
発
広
報

映
画
・ビ
デ
オ
を
利
用
し
た

啓
発
広
報

新
聞
・雑
誌
を
利
用
し
た
啓

発
広
報

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
啓
発
広
報

上段:度数

下段:％
99 186 214 223 21 47 147 28
8.5 16.0 18.4 19.2 1.8 4.0 12.6 2.4
8 14 11 7 3 2 10 -

10.0 17.5 13.8 8.8 3.8 2.5 12.5 -
21 34 31 20 3 3 15 3

14.0 22.7 20.7 13.3 2.0 2.0 10.0 2.0
13 31 34 21 6 2 21 -
7.2 17.1 18.8 11.6 3.3 1.1 11.6 -
13 29 44 36 2 6 21 3
8.0 17.9 27.2 22.2 1.2 3.7 13.0 1.9

24 37 41 55 3 10 31 4
10.1 15.6 17.3 23.2 1.3 4.2 13.1 1.7
14 27 39 56 2 15 27 7
6.3 12.1 17.5 25.1 0.9 6.7 12.1 3.1
4 12 13 24 2 6 18 5

3.8 11.3 12.3 22.6 1.9 5.7 17.0 4.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（参
加
者

に
よ
る
少
人
数
の
討
論
会

や
参
加
体
験
型
の
研
修
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
）

７０歳代

８０歳代以上

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

高
齢
者
・障
が
い
者
疑
似
体

験 高
齢
者
・障
が
い
者
等
と
の

交
流
会

自
由
な
意
見
の
交
換
が
で

き
る
会
合

そ
の
他
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＜地域別クロス＞ 

 “神辺”では「講演会，シンポジウム，研修会等」「新聞・雑誌を利用した啓発広報」の割合が他の地

域に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 339 83 331 448 187 282 260 132
100.0 29.1 7.1 28.4 38.5 16.1 24.2 22.3 11.3
330 82 26 99 133 47 77 76 38

100.0 24.8 7.9 30.0 40.3 14.2 23.3 23.0 11.5
141 44 12 43 56 31 36 33 20
100.0 31.2 8.5 30.5 39.7 22.0 25.5 23.4 14.2

83 24 2 19 31 12 16 20 13
100.0 28.9 2.4 22.9 37.3 14.5 19.3 24.1 15.7
203 59 17 50 66 42 39 37 15

100.0 29.1 8.4 24.6 32.5 20.7 19.2 18.2 7.4
253 81 19 75 102 29 72 60 29
100.0 32.0 7.5 29.6 40.3 11.5 28.5 23.7 11.5

113 46 5 39 51 24 37 26 16
100.0 40.7 4.4 34.5 45.1 21.2 32.7 23.0 14.2

神辺

全体

中央

南部

西部

北部

東部

交
通
広
告
（電
車
や
バ
ス
等

の
車
内
広
告
や
車
体
広
告
，

駅
で
の
広
告
等
）

合
計

講
演
会
，
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，

研
修
会
等

展
示
会
（資
料
，
写
真
等
）

広
報
紙
・パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

ポ
ス
タ
ー

テ
レ
ビ
・ラ
ジ
オ
を
利
用
し

た
啓
発
広
報

映
画
・ビ
デ
オ
を
利
用
し
た

啓
発
広
報

新
聞
・雑
誌
を
利
用
し
た
啓

発
広
報

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
啓
発
広
報

上段:度数

下段:％
99 186 214 223 21 47 147 28
8.5 16.0 18.4 19.2 1.8 4.0 12.6 2.4
28 52 64 49 8 12 35 8

8.5 15.8 19.4 14.8 2.4 3.6 10.6 2.4
13 26 26 37 2 1 20 2
9.2 18.4 18.4 26.2 1.4 0.7 14.2 1.4

4 18 14 18 - 6 11 1
4.8 21.7 16.9 21.7 - 7.2 13.3 1.2
15 27 32 45 3 10 37 3

7.4 13.3 15.8 22.2 1.5 4.9 18.2 1.5
24 42 47 50 6 9 29 6
9.5 16.6 18.6 19.8 2.4 3.6 11.5 2.4

13 17 30 19 2 5 8 2
11.5 15.0 26.5 16.8 1.8 4.4 7.1 1.8

神辺

全体

中央

南部

西部

北部

東部

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（参
加
者

に
よ
る
少
人
数
の
討
論
会

や
参
加
体
験
型
の
研
修
プ

ロ
グ
ラ
ム
等
）

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

高
齢
者
・障
が
い
者
疑
似
体

験 高
齢
者
・障
が
い
者
等
と
の

交
流
会

自
由
な
意
見
の
交
換
が
で

き
る
会
合

そ
の
他
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質問23 あなたは，福山市は，人権問題の解決に向けて，どのようなことに力を入れていけ

ばよいと思いますか。 (MA) 

 「学校内外の人権教育を充実する」が 44.9％で最も高くなっています。次いで「人権が侵害された被

害者の救済・支援を充実する」が 35.3％，「人権意識を高め，人権への理解を深めてもらうための啓発広

報活動を推進する」が 34.4％で続いています。 

 

 

  

34.4 

44.9 

25.0 

35.3 

30.2 

18.2 

14.6 

20.0 

2.3 

4.0 

12.3 

2.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

人権意識を高め，人権への理解を深めてもら

うための啓発広報活動を推進する

学校内外の人権教育を充実する

人権問題に対応する専門の相談機関・施設を

充実する

人権が侵害された被害者の救済・支援を充実する

犯罪の取り締まりを強化する

人権に関する情報の収集及び提供を充実する

人権侵犯事件の調査・処理や人権相談に関す

る人員を充実する

地方自治体，民間団体等の関係機関と連携を

図る

その他

特にない

わからない

無回答

(MA) N=1,164
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＜年齢別クロス＞ 

“30歳代”では「学校内外の人権教育を充実する」，“80歳代以上”では「人権意識を高め，人権への

理解を深めてもらうための啓発広報活動を推進する」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 400 523 291 411 351 212
100.0 34.4 44.9 25.0 35.3 30.2 18.2
80 24 40 21 28 30 12

100.0 30.0 50.0 26.3 35.0 37.5 15.0
150 40 92 43 63 58 34

100.0 26.7 61.3 28.7 42.0 38.7 22.7
181 54 96 46 71 68 35
100.0 29.8 53.0 25.4 39.2 37.6 19.3
162 61 74 46 63 50 32
100.0 37.7 45.7 28.4 38.9 30.9 19.8

237 92 102 68 90 74 52
100.0 38.8 43.0 28.7 38.0 31.2 21.9
223 79 82 39 66 49 30
100.0 35.4 36.8 17.5 29.6 22.0 13.5
106 44 32 25 23 20 15

100.0 41.5 30.2 23.6 21.7 18.9 14.2

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

人
権
に
関
す
る
情
報
の
収

集
及
び
提
供
を
充
実
す
る

合
計

人
権
意
識
を
高
め
，
人
権
へ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
の
啓
発
広
報
活
動
を

推
進
す
る

学
校
内
外
の
人
権
教
育
を

充
実
す
る

人
権
問
題
に
対
応
す
る
専

門
の
相
談
機
関
・施
設
を
充

実
す
る

人
権
が
侵
害
さ
れ
た
被
害

者
の
救
済
・支
援
を
充
実
す

る 犯
罪
の
取
り
締
ま
り
を
強

化
す
る

上段:度数

下段:％
170 233 27 46 143 26
14.6 20.0 2.3 4.0 12.3 2.2
15 18 3 4 10 -
18.8 22.5 3.8 5.0 12.5 -
23 30 5 3 13 3

15.3 20.0 3.3 2.0 8.7 2.0
30 32 6 3 26 -
16.6 17.7 3.3 1.7 14.4 -
33 29 - 4 17 4
20.4 17.9 - 2.5 10.5 2.5

36 54 5 8 28 4
15.2 22.8 2.1 3.4 11.8 1.7
23 48 5 13 30 6
10.3 21.5 2.2 5.8 13.5 2.7
10 19 3 5 17 4

9.4 17.9 2.8 4.7 16.0 3.8

無
回
答

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

人
権
侵
犯
事
件
の
調
査
・処

理
や
人
権
相
談
に
関
す
る

人
員
を
充
実
す
る

地
方
自
治
体
，
民
間
団
体
等

の
関
係
機
関
と
連
携
を
図

る そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い
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＜地域別クロス＞ 

 “神辺”では「人権意識を高め，人権への理解を深めてもらうための啓発広報活動を推進する」「地方

自治体，民間団体等の関係機関と連携を図る」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

上段:度数

下段:％
1,164 400 523 291 411 351 212
100.0 34.4 44.9 25.0 35.3 30.2 18.2
330 109 156 86 110 118 61

100.0 33.0 47.3 26.1 33.3 35.8 18.5
141 54 73 41 53 51 33
100.0 38.3 51.8 29.1 37.6 36.2 23.4

83 30 29 15 24 26 15
100.0 36.1 34.9 18.1 28.9 31.3 18.1
203 60 80 45 73 45 38

100.0 29.6 39.4 22.2 36.0 22.2 18.7
253 91 118 64 90 78 40
100.0 36.0 46.6 25.3 35.6 30.8 15.8

113 48 56 36 48 31 23
100.0 42.5 49.6 31.9 42.5 27.4 20.4

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

人
権
意
識
を
高
め
，
人
権
へ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
の
啓
発
広
報
活
動
を

推
進
す
る

学
校
内
外
の
人
権
教
育
を

充
実
す
る

人
権
問
題
に
対
応
す
る
専

門
の
相
談
機
関
・施
設
を
充

実
す
る

人
権
が
侵
害
さ
れ
た
被
害

者
の
救
済
・支
援
を
充
実
す

る 犯
罪
の
取
り
締
ま
り
を
強

化
す
る

人
権
に
関
す
る
情
報
の
収

集
及
び
提
供
を
充
実
す
る

上段:度数

下段:％
170 233 27 46 143 26
14.6 20.0 2.3 4.0 12.3 2.2
50 52 11 12 41 5

15.2 15.8 3.3 3.6 12.4 1.5
17 34 2 3 14 2
12.1 24.1 1.4 2.1 9.9 1.4

17 16 - 5 12 1
20.5 19.3 - 6.0 14.5 1.2
28 37 5 10 35 4

13.8 18.2 2.5 4.9 17.2 2.0
39 55 6 7 28 4
15.4 21.7 2.4 2.8 11.1 1.6

17 33 3 5 6 3
15.0 29.2 2.7 4.4 5.3 2.7

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

人
権
侵
犯
事
件
の
調
査
・処

理
や
人
権
相
談
に
関
す
る

人
員
を
充
実
す
る

地
方
自
治
体
，
民
間
団
体
等

の
関
係
機
関
と
連
携
を
図

る そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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質問24【１】 あなたは，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別

解消法）（２０１６年施行）」が施行されていますが，知っていますか。 (SA) 

 「知らない」が 59.5％を占めています。 

 

＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

  

よく知っている

8.3%

名称は聞いたことが

あるが，内容はわか

らない

29.6%

知らない

59.5%

無回答

2.6%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％

1,164 97 344 693 30
100.0 8.3 29.6 59.5 2.6

502 57 153 283 9

100.0 11.4 30.5 56.4 1.8

639 38 185 398 18
100.0 5.9 29.0 62.3 2.8

- - - - -

- - - - -

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他
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＜年齢別クロス＞ 

“30歳代”“40歳代”“50歳代”で「知らない」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。年齢が

あがるにつれて「名称は聞いたことがあるが，内容はわからない」の割合が高くなっています。 

 

 

＜地域別クロス＞ 

 “南部”“北部”では「知らない」の割合が他の地域に比べて高くなっています。 

 

上段:度数

下段:％
1,164 97 344 693 30
100.0 8.3 29.6 59.5 2.6
80 9 24 46 1

100.0 11.3 30.0 57.5 1.3
150 8 31 110 1

100.0 5.3 20.7 73.3 0.7
181 15 35 131 -
100.0 8.3 19.3 72.4 -
162 14 39 105 4
100.0 8.6 24.1 64.8 2.5

237 19 83 132 3
100.0 8.0 35.0 55.7 1.3
223 22 85 104 12
100.0 9.9 38.1 46.6 5.4
106 8 42 50 6

100.0 7.5 39.6 47.2 5.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

上段:度数

下段:％
1,164 97 344 693 30
100.0 8.3 29.6 59.5 2.6
330 34 94 196 6

100.0 10.3 28.5 59.4 1.8
141 11 36 91 3
100.0 7.8 25.5 64.5 2.1

83 8 23 50 2
100.0 9.6 27.7 60.2 2.4
203 10 56 134 3

100.0 4.9 27.6 66.0 1.5
253 22 84 136 11
100.0 8.7 33.2 53.8 4.3

113 9 43 59 2
100.0 8.0 38.1 52.2 1.8

全体

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答
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質問24【２】 あなたは，「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の

推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）（２０１６年施行）」が施行されていますが，

知っていますか。 (SA) 

 「知らない」が 52.0％を占めています。 

 

＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

  

よく知っている

8.0%

名称は聞いたことが

あるが，内容はわか

らない

37.4%
知らない

52.0%

無回答

2.6%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％

1,164 93 435 606 30
100.0 8.0 37.4 52.0 2.6

502 61 194 240 7

100.0 12.2 38.6 47.8 1.4

639 31 234 356 18
100.0 4.9 36.6 55.7 2.8

- - - - -

- - - - -

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他
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＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”で「知らない」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

質問24【３】 あなたは，「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）（２

０１６年施行）」が施行されていますが，知っていますか。 (SA) 

 「知らない」が 58.9％を占めています。 

 

  

上段:度数

下段:％
1,164 93 435 606 30
100.0 8.0 37.4 52.0 2.6
80 9 21 49 1

100.0 11.3 26.3 61.3 1.3
150 4 53 92 1

100.0 2.7 35.3 61.3 0.7
181 13 74 94 -
100.0 7.2 40.9 51.9 -
162 15 63 81 3
100.0 9.3 38.9 50.0 1.9

237 26 98 110 3
100.0 11.0 41.4 46.4 1.3
223 19 83 111 10
100.0 8.5 37.2 49.8 4.5
106 6 34 59 7

100.0 5.7 32.1 55.7 6.6

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

よく知っている

8.8%

名称は聞いたことが

あるが，内容はわか

らない

29.6%

知らない

58.9%

無回答

2.7%

(SA) N=1,164
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＜性別クロス＞ 

 “女性”では“男性”に比べ，「知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”“40歳代”では「知らない」，“70歳代”では「名称は聞いたことがあるが，内容

はわからない」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

 

 

上段:度数

下段:％

1,164 102 345 686 31
100.0 8.8 29.6 58.9 2.7

502 63 158 273 8

100.0 12.5 31.5 54.4 1.6

639 38 178 404 19
100.0 5.9 27.9 63.2 3.0

- - - - -

- - - - -

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

全体

男

女

その他

上段:度数

下段:％
1,164 102 345 686 31
100.0 8.8 29.6 58.9 2.7
80 8 14 57 1

100.0 10.0 17.5 71.3 1.3
150 5 28 114 3

100.0 3.3 18.7 76.0 2.0
181 11 34 136 -
100.0 6.1 18.8 75.1 -
162 14 45 99 4
100.0 8.6 27.8 61.1 2.5

237 25 87 122 3
100.0 10.5 36.7 51.5 1.3
223 25 91 96 11
100.0 11.2 40.8 43.0 4.9
106 13 38 50 5

100.0 12.3 35.8 47.2 4.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答
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質問24【４】 あなたは，「福山市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度（登録

型本人通知制度）（２０１３年２月から実施）」が施行されていますが，知っていますか。 

(SA) 

 「知らない」が 60.2％を占めています。 

 

＜年齢別クロス＞ 

“20歳代”“30歳代”“40歳代”では「知らない」の割合が他の年齢と比べて高くなっています。 

 

  

よく知っている

14.3%

名称は聞いたことが

あるが，内容はわか

らない

22.9%
知らない

60.2%

無回答

2.6%

(SA) N=1,164

上段:度数

下段:％
1,164 167 267 700 30
100.0 14.3 22.9 60.2 2.6
80 7 14 59 -

100.0 8.8 17.5 73.8 -
150 16 28 104 2

100.0 10.7 18.7 69.3 1.3
181 25 27 129 -
100.0 13.8 14.9 71.3 -
162 22 40 97 3
100.0 13.6 24.7 59.9 1.9

237 42 62 130 3
100.0 17.7 26.2 54.9 1.3
223 41 61 109 12
100.0 18.4 27.4 48.9 5.4
106 13 27 60 6

100.0 12.3 25.5 56.6 5.7

全体

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

合
計

よ
く
知
っ
て
い
る

名
称
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
が
，
内
容
は
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答
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４ あなた自身について 

質問25【１】 自分の思う性別をお答えください (SA) 

 「女」が 54.9％，「男」が 43.1％となっています。 

 

質問25【２】 年齢をお答えください (SA) 

 「６０歳代」が 20.4％で最も高くなっています。次いで「７０歳代」が 19.2％，「４０歳代」が 15.5％

で続いています。 

 

 

  

男

43.1%

女

54.9%

その他

0.0%

無回答

2.0%

(SA) N=1,164

6.9 

12.9 

15.5 

13.9 

20.4 

19.2 

9.1 

2.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳代以上

無回答

(SA) N=1,164
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2.0 

2.2 

1.2 

1.2 

2.0 

1.7 

1.4 

1.9 

0.9 

1.0 

1.1 

2.1 

1.5 

2.3 

2.1 

0.9 

0.7 

1.4 

0.5 

2.5 

0.8 

0.7 

0.7 

1.5 

2.1 

2.0 

0.9 

0.7 

0.3 

1.5 

2.1 

0.4 

0.8 

0.5 

1.2 

1.5 

2.1 

0.3 

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

東

西

南

霞

川口

手城

深津

樹徳

泉

旭

光

引野

蔵王

千田

御幸

津之郷

赤坂

瀬戸

熊野

水呑

箕島

高島

鞆

大津野

坪生

春日

神村

本郷

東村

今津

松永

柳津

金江

藤江

伊勢丘

曙

多治米

旭丘

(SA) N=1,164

0.9 

0.9 

0.2 

0.2 

2.9 

0.9 

4.1 

0.3 

1.0 

1.7 

0.6 

1.0 

1.2 

0.7 

1.4 

1.1 

2.9 

0.8 

0.9 

0.9 

1.0 

1.2 

1.0 

0.2 

0.5 

0.9 

1.5 

1.6 

1.1 

0.5 

0.8 

0.3 

0.8 

3.0 

0.9 

1.4 

2.1 

0.8 

1.5 

3.5 

0% 1% 2% 3% 4% 5%

有磨

福相

山野

広瀬

加茂

宜山

駅家

服部

桜丘

緑丘

長浜

駅家東

西深津

野々浜

幕山

久松台

新涯

山手

日吉台

川口東

駅家西

大谷台

明王台

内浦

内海

常金丸

網引

新市

戸手

能登原

千年

常石

山南

神辺

竹尋

御野

湯田

中条

道上

無回答

質問25【３】 お住まいの地域（小学校区）をお答えください (SA) 

 「駅家」が 4.1％で最も高くなっています。次いで「神辺」が 3.0％，「加茂」「新涯」が 2.9％で続い

ています。 
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地区別 (SA) 

 「中央」が 28.4％で最も高くなっています。次いで「東部」が 21.7％，「北部」が 17.4％で続いてい

ます。 

 

 

28.4 

12.1 

7.1 

17.4 

21.7 

9.7 

3.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

中央

南部

西部

北部

東部

神辺

無回答

(SA) N=1,164


